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『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
四
ー
二

「
忍
び
扇

の
長
歌

」
に

つ
い
て

岩

田

秀

行

一

数
多
く

の
西
鶴
作
品
中
よ
り
、
今

、
『
西
鶴
諸
国

は
な
し
』
巻
四
i

二
、
「
忍

び
扇

の
長
歌
」
と

い
う

一
篇
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
と

い
う

の
は

他

で

も

な

い
、

こ
の
作
品
が
、
従
来
、
殊

に
議
論

の
対
象

と
な
り
、
そ

の
幾
多

の
説
を
整

理
し
て
み
る
だ
け

で
も
、
西
鶴
研
究

の
方

法

の
推
移

と

い
っ
た
も

の
が
端

的

に

こ
こ
に
集

約
さ
れ
て
い
る
と

い

っ
た
感
じ

の
、

ま
こ
と
に
興
味
深

い
様

々
の
問

題
を
は
ら
ん
だ

一
篇

だ
か
ら

で
あ
る
。

本
稿

は
、
こ
の

一
篇

に
対
す

る
従
来

の
諸
説

の
代

表
的
な

「
読

み
」
を
整
理

し

っ
つ
、
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
本
稿

な
り
の
読
み
方
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

問
題

の

「
忍
び
扇

の
長

歌
」
と

い
う

一
篇

は
、
次

の
よ
う
な
話
で
あ

る
。

上
野

の
山

の
花
見
に
お

い
て
、
折

か
ら
通

り
か
か

っ
た
高
蒔

絵

の
乗
物

の

窓

の
簾

の
隙
間
か
ら
、

二
十
歳
あ

ま
り
の
美

し
い
姫
君

の
姿

が

見

ら

れ

た
。

こ
れ
を
垣
間
見
た

の
は
、
中
小
姓
く
ら

い
の
、
女

に
好
か
れ
そ
う
も

な

い
男

で
あ
る
。
あ

ま
り
の
美

し
さ
に
姫
を
恋

い
初

め
、
行
列

の
後

を

つ

ち
ゅ
う
げ
ん

す
ま
い

つ
て

い
て
ま
わ
り
、

つ
い
に
仲
間

に
尋
ね

て
、
姫

の
住
居

を
知

り
、
伝
を
求
め

て
奥

向
き

の
奉

公
を
す

る
こ
と
が

で
き
た
。
二
年

程
勤
め
て
、
あ
ち

こ
ち

の
御
供
を
し
て

い
る
う
ち
に
、
誠

に
縁
は
不
思
議

な
も

の
で
、

い

つ
と
な

く
姫
君
も
男
を
慕

う
よ
う
に
な

っ
た
。
あ

る
目
、
姫
君
は
男

の
住

ん
で
い

な
が
う
た

る
長
屋

の
窓

に
長
歌
を
書

い
た
扇
を
投
げ
入
れ
さ
せ
た
。
読

ん

で

み

る

と
、

「
今
宵
自
分

を
連

れ
て
、

か
け

お
ち
す
る
様

に
」
と

い
う
意
味

で
あ

る
。
男
は
感
激
を
し
、

い
か
な

る
苦
労
を

し
て
も
姫
君
と
添

い
と
げ

よ
う

か
わ

ら
け
ま
ち

と
決
心

し
、
そ

の
夜

の
う
ち
に
姫
君

を
連
れ
て
立
ち

の
き
、
土

器
町
の
裏

長
屋

を
借

り
て
隠
れ
住
ん
だ
。

と
こ
ろ
が
、
着

の
み
着

の
ま
ま
で
御
屋
敷

を
出

た
た
め
、
す
ぐ

に
生
活

に
困
り
、
姫

の
守

り
脇
差
を
質

に
置

い
た
り
、

男
が
切
疵

の
膏
薬
を
売

っ
た
り
し
た
が
、
生
活
が
立
た
ず
、

つ
い
に
姫

君

は
今
ま
で
し
た
こ
と
も
な

い
洗
濯

の
仕
事

を
す

る
ほ
ど

で
、
近
所

の
噂
と

も
な
り
、

と
う
と
う
半
年
余
り
過
ぎ
た
頃
に
捜

し
出

さ
れ

て
し
ま

っ
た
。

男
は
す
ぐ
に
処
刑
、
姫

は

一
室

に
閉
じ

こ
め
ら
れ
、
自
害

を
し
む
け
ら
れ

る
が
、
姫

に
自
害

の
様
子
が
見
ら
れ
な

い
。
大
殿
も

い
ら
立
ち
、

不
義

の

め
い

上

は
早
く
自
害

す
る
よ
う
に
と
の
命

を
伝
え
さ
せ
る
Q
す
る
と
姫

は
、
そ
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い
の
ち

の
使
者

に
、

「
私
は
命
が
惜

し
い
わ
け

で
は
な

い
が
、
不
義

と
と
が

め
ら

れ
る
筋
合

い
は
な

い
の
で
、
生
き
残

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

不
義
と

い
う

の
は
多
数

の
男
性
と
契

り
を

か
わ
す

こ
と
で
あ

る
。
あ

の
男

は
、
た
ま
た

ま
身
分

は
低

い
け
れ
ど
も
、
男
女

の
縁

に
よ

っ
て
契

り
を
か
わ
し
た

の
で

あ

り
、私

に
と

っ
て
た

っ
た

一
人

の
男
性

と
い
う

こ
と

に
か
わ
り
は
な

い
。

身
分
違

い
の
恋
と

い
う

の
は
昔

か
ら
例
の
あ

る
こ
と

で
、
あ

の
男
を
殺
す

べ
き

で
は
な
か

っ
た

の
だ
」
と
涙
を
流

し
て
訴
え
、

つ
い
に
男
を
弔

う
た

め
に
出
家
を
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

二

こ
の

一
篇

り
話

に
対

し
て
、

ま
ず
そ

の
議
論

の
口
火
を
切

っ
た
の
は
、
科
学

(注
1
)

者

の
寺
田
寅
彦
氏
で
あ
ろ
う
。
寺

田
氏
は
、

こ
の
話

の
後

半
部
分
、
姫
齎

の
言

葉

に
、
西
鶴

の
自
由
恋
愛
論
が
読
み
と
れ

る
と
し
、

西
鶴
は
当
代

と
し
て
は
非
常

に
飛
び
離
れ
た
性
道
徳
観
の
信
奉
者

で
あ

つ

た
と
思

は
れ

な
い
こ
と
も
な

い
。
少
く
も
、
恋
愛

の
世
界

を
勧
善
懲
悪

の

縄
張

か
ら
解
放
す
べ
き
も

の
と
考

へ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る

ふ
し
が
少
く
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
等

の
…
…
恋
愛
観
は
、
或
意
味

か
ら

兎

も
角
も
唯
物
論
的
な
西
鶴

の
立
場
を
窺

は
せ
る
窓

口
と
な
る

の
で
な

い

か
と
思
は
れ
る
。

と
述

べ
て
、
西
鶴

の
科
学
者

的
な
眼

と
い
う

こ
と

に
注
意
を
与
え
た
。

こ
れ

を
受
け
た
国
文
学
老

は
、

お
も

に
そ

の
自
由
恋
愛
論

の
ほ

う

に

注

目

(注
2
)

し
、
近
藤
忠
義

氏
は
、

身
分
賤

し
い
侍
と
契

つ
た
お
姫
様

の
、

一
個

の
生
け
る
人
間

と
し
て
の
、

旧

い
形
骸
化
し
た
道
徳

"
貞
操
観

に
対
す

る
極

め
て
強
硬

な
抗
議
が
示
さ

れ

て

ゐ

る
。

と
述
べ
て
、

.〕

.」
に

薙

璽

人
間
主
義
と
も
　ゴ、
ひ
得

る
思
想
L

を
読
叢

っ

た
。

さ
ら
に
、
暉
峻
康
隆
氏
も
、

令
嬢

の
主
張

の
根

本
は
、

い
ふ
ま
で
も

な
く
恋
愛

の
自
由
で
あ
る
。

そ
れ

は
封
建
欄
度
が
身

己
保
存

の
た
め
に
扼
殺

し
て
は
ぽ
か
ら
な

い
人
間
性

の

解
放
で
あ
り
復
活

で
あ

る
。

…
…

一
夫

一
婦

の
思

想
は
封
建
的

な
儒
教
道

徳

に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

る
と

い
億
れ
、
あ
る
ひ
は
ま
た
封
建
的
な
父
系

に
よ
る
私
有
財
産
継
承

の
要
求
す

る
と

こ
ろ
と
も
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
し

か
し
令
嬢

の
場
合

は
、

さ
う

し
た
人
為
的
な
掟

を
否
定

し
超
越

し
て
人
性

の
自

然
に
し
た
が

ひ
、
命
を

か
け
た
愛

情

の
必
然
的

な
帰
結
と

t
て
提
示

さ
れ
た
貞
潔

の
観
念

で
あ
る
と

こ
ろ

に
、
絶
世
の
新

し
さ
と
正

し
さ
が
あ

、

る
と
い
ふ
べ
き

で
あ
る
。

と
述

ぺ
て
、

こ
の

一
篇

に
、

「
反
封
建
的
な
」

「
新

し
く

正
し
い
恋
愛

の
モ
ラ

ル
」

を
読

み
取

っ
た

の
で
あ
る
。'
つ
ま
り
、

こ
の
近
藤
氏

・
暉
峻
氏

の
立
場

の

新
鮮

さ
は
、
西
鶴

の
時
代
と
西
洋

の

門
文
芸
復
興
」
と
が
類
似

の
時
代
と
し
て

浮
か
び
上
ぞ

《
る
詰

饒

と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

に
対

し
て
、
重
友
毅
氏
は
、

こ
の
姫

の

「
不
義
」

に
対

す
る
解
釈
…
…
を
も

っ
て
直
ち

に
西
鶴

の
進
歩

性

を
云
為
す

る
な
ら
ぽ
、

そ
れ
は
や
や
皮
相
な
解
釈
と

い
わ
ね
ば

な
ら
な

い
。

(注
5
)

と

し
、
ま
た
、
村

田
穆
氏
も
、

こ
の

一
節

は
、
西
鶴
が
自
由
恋

愛
を
主
張

し
た
。
若

し
く
は
、
封
建
制
度

に
対
す

る
抵
抗

を
示
し
た
。
な
ど
と
…
…
し
ば
く

…
…
引

か
れ

る
と

こ

ろ
で
す
。

こ
の
意
見

の
重
要
さ
に
気
づ

い
た
の
は
結
構

で
す
が

、
読

み
方
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に
は
今
少

し
注
意
を
要
し
ま
す
。

と
し
て
、

こ
の

一
篇

に
西
鶴

の
進
歩
性

を
読

み
と

ろ
う
と
す
る
解
釈

に
疑
問

を

呈
し
た
。

(注
6
)

そ
し
て
村

田
氏
は
、
西
鶴
お
よ
び
近
松

の
作
品

よ
り
、
当
時

の
婚
姻

に

つ
い

て
の
考
え
が
う

か
が
わ
れ
る
部
分

を
引

い
て
検
討

を
加
え
、

未
婚

の
男
女

の
交
渉
に
厳
重

な
取
締
り
を
、
町
人
は
必
要
と
し
ま
せ
な
ん

だ
。
武
家
社
会
、の
亜
流
み
た
よ
う
な
明
治

の
中
産
階
級
な
ど
よ
り
は
、
大

分

に
自
由

で
し
た
。
…
…
恋
愛

か
ら
結
婚
す

る
か
、
恋
愛
と
は
別
に
結
婚

す

る
か
、
そ
れ
は
兎
も
角
、
乱
婚

雑
婚

で
は

困

り

ま

す
。
婚
後

は
、

一

夫

を
守

る
や
う
、

一
婦
を
守

る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
が
、
そ

こ
ら
に
婚

姻

の
基
調

を
置

か
う
と
す
る

の
で
す

…
…
町

人
の
婚
姻

に
つ
い
て
、
西
鶴

が

「
女

の

一
生

に
男
は

一
人
」
と

い
ふ
意
見

を
、
而
も
強
烈

に
抱

い
て
ゐ

た
と

い
ふ
こ
と

は
、
は

つ
き
り
し
ま
せ
う
。

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
で
、
武

家

の
姫

君
を
持

ち
出

し
た

の
は
、
「
五
人
女

」
で
、
「
さ
り
と
は

口
惜
き
下

く

の
心
底
な
り
上
く

に
は
か
り
に
も
な
き
事
ぞ
か
七
」
と
強
調
し
た

具
体

的
例
な
の
で
す
。
上
流

に
範
を
求
め
る
こ
と
が
、
町
人

の
事
大
根
性

に
最
も
よ
く

う

つ
た

へ
る
と

こ
ろ
だ

つ
た

の
で
す
。

「
女

の
男
只

一
人
持

事

、
是

作
法

也
」
と

い
ふ
意
見
を
、
町
人

に
納
得

さ
せ
よ
う

と

す

る

の

が
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
意
図
だ

つ
た
と
断
定

し
て
、
誤
り

は
あ
り
ま

す
ま

い
。

と
結
論
づ
け
た
。

つ
ま
り
、
当
時

の
町
人
階
級
は
、
自
由
恋
愛
論

を
主
張
す

る

ほ
ど

に
、
厳
重
な
婚
姻
管
理

は
な
く
、
む

し
ろ
武
家

の
男
女
関
係

を

範

と

し

て
、
町
女
房

の
身

持
ち
を
正
そ
う
と

し
た

の
が
、

こ
の

一
篇

の
意
図

で
あ

る
と

い
う
の
で
あ
る
。

(注
7
)

ま
た
重
友
氏
は
、
西
鶴
が
も
し
自

由
恋
愛
論
を
主
張
す
る
意
図
で
あ

る
な

ら

ぽ
、

こ
こ
に
描

か
れ
た
男
女
主
人
公
の
極
端

な
身
分

の
隔
た
り
、

ま
た
美
醜

の

相
違
と

い
う
関
係
は
、
も

っ
と
ま
と
も

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
、

こ
の
二

人
の
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
に
注

目
し
て
、

一
見
結
び

つ
き
そ
う
も
な

い
美
醜

の
男
女
が
、
意
外
に
も
求
め
合

う
場
合

の
あ

る
こ
と
は
、
彼

("
西
鶴
)
が
男
女
関
係

に
お

い
て
見
た

一
つ
の

「
不

思
議
」
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
世

に
伝
え
た

い
事
実

で
も
あ

っ
た
。
'

そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
い
わ
ゆ

る

「
不
義

の
出
奔
」
を
、
武
家
社
会

の
出
来
事
と

し
て
取
り
上
げ

た
こ
の
説
話

は
、
そ

の
事
実
を
強
調
し
て
示

す

の
に
恰
好

の
機
会
を
提
供
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
そ
れ

(11

美
醜
の
男
女
の
結
び
つ
き
)
は
、

お
そ
ら
く
素
材

(鷲
当
時

の
武
家
社
会
に
お
け

る
不
義
出
奔
の
実
例
)
そ

の
も

の
に
は
備

わ
ら
な
か

っ
た
も

の
で
あ
り
、
作

為
と

し
て
新
た

に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ

る
が
、
そ
れ
も
単
な
る
余

興
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中

心
題
目
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
述

べ
、

こ
う
し
た
美
醜

の
男

女
が
結
び
合

う
と

い
う
人
情

の
特
殊
事
例
を
挙

げ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
人
間

の
生
態

を
奥
深
く
追
究
し

よ
う
と
し
た
の

が
、

こ
の

一
篇

で
あ
る
と
し
た
。

つ
ま
り
、
重
友
氏
は
、

こ
の

一
篇
を
、

『諸

国

は
な
し
』
と

い
う
作
品
群
中
に
置

い
て
考

え
て
い
る
の
で
あ
り
、

『諸
国

は

な
し
』

の
執
筆
意
図
を
、
非
日
常
的
な
人
間

の
諸
相

を
多
種
多
方
面

に
わ
た

つ

て
収

録
す

る
と

い
う
と

こ
ろ

に
あ
る
と
読

み
と

っ
た
上

で
、

こ
の

一
篇

の
読

み

を
、
「男
女

の
不
思
議
な
縁
」
と
し
た
わ
け
で
あ

る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

こ
の
村
田
氏

・
重
友

氏

の
立
場

は
、
そ
れ

以

前

の

論

が
、

「
文
芸
復
興

」
と

い
う
西
洋
文
芸
的
な
ま
た
近
代
文
芸
的
な
概
念

と
の
重
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な
り
合

い
を
も

っ
て
、

こ
の

一
篇

を
読
も

う
と

し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
に
対

し
、
西
鶴

の
作
品
群

の
中

に
、

こ
の

一
篇
を
置
き
も
ど
し
て
考

え
て
み
る
の
だ

と

い
う
立
場

に
お

い
て
、
共
通

し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が

で
き

よ
う
。

三

昭
和
四
十
年
代

に
至
る
と
、
さ
ら

に
新
し

い
展
開
が
起

こ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の

一
篇

の
原
拠

と
目
さ
れ

る
話
を
指
摘
し
、
そ
れ
と
の
関
係

で
主
題
を
論
じ
よ

う
と
す
る
傾
向
が
生

ま
れ

た
の
で
あ
る
Q

A
.
宗
政

五
十
緒
氏

「
西
鶴
と
仏
教

説
話
」

三

(
『
文
学
』
昭
41

・
4
)

B
、
金
井
寅
之
助
氏

「
『
忍
び
扇

の
長
歌
』

の
背
景
」

(
『
文
林
』
1
、
昭
41

・
12
)

の
二
説
が

こ
れ

で
あ

る
。
し
か
も
、
こ
の
二
説

は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別

の
も

の

を
原
拠

と
考
え

て
い
る

の
で
あ
る
。

A

・
B
が
そ
れ
ぞ
れ
原
拠

と
し
て
掲
げ

る

も

の
は
、

A
、

『
更
級
日
記
』
に
書
き
留

め
ら
れ
た
も

の
と
同
系
統

の

「
竹
芝
寺
縁

起
譚
」

の
口
碑
。

B
、
天
和

二
年

、
大
和
宇
陀
松
山
藩

の

「矢

都
姫
事

件
」
。

で
あ
る
。

ま
ず
、

A
説

の

『更
級
日
記
』

に
書
き
留
め
ら
れ
た
、

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」

(注
8
)

と
は
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

武
蔵
国

か
ら
皇
居

の
衛
士

に
上

っ
た
男
が
庭

を
掃
き
な
が
ら
故
郷

の
歌

を

う
た

っ
て
い
る
と
、
そ
れ
を
皇
女
が
聞

い
て
、
自
ら
、
そ
こ

へ
連
れ

て
行

く

よ
う
命
じ
た
。
男

は
皇
女
を
背
負

い
逃
走

し
、
故
郷

へ
帰

っ
た
。
宮
廷

で
は
皇
女

を
捜

し
、

三
か
月
た

っ
て
公
使
が
男

を
尋

ね
て
き
た
が
、
皇
女

は
皇
居

へ
帰
ら

ぬ
と

い

っ
た
の
で
、
天
皇

は
皇
女

の
望
み
を
許
し
、
男

に

武
蔵
国

を
預
け
た
。
.
皇
女

の
住

ん
だ
家

は
、
死
後
、
寺
と
し
た
。
こ
れ
が

竹
芝
寺

で
あ

る
。

も

っ
と
も
、
宗
政
氏
自
身

、
西
鶴
が

『
更
級
日
記
』
を
読
ん
だ
可
能
性

は
少
な

く
、
む

し
ろ
、
江
戸

の
芝
あ
た
り
に
口
碑
伝
説
と
し

て
伝
え
ら
れ
た
、
右

と
同

話

に
よ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
す

る
。

し
か
し
、
①
筋

・
人
物

の
構
成
が
非
常

に
類
似
し
て

い
る
こ
と
、
②
土
器
町

の
場
所
が
竹
芝
寺
と
近

い
こ
と
、
③
衛
士

の
男

の
つ
ぶ
や
き

に
で
て
く
る
酒
壷

が
土
器
と
縁

の
あ
る
こ
と
、
④
ま
た
、

こ
の
つ
ぶ
や
き

は
民
謡
的

で
姫

の
恋

文

が
長
歌

で
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
等

の
諸
点

に
お

い

て
、
ま

こ
と
に
両
者

は
類
似
的
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
宗
政
氏
は
、

こ
の
篇

を
原
拠
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
と
、
最
も
大
き
な
相
違
は
…
…
終

末
が
幸
福

で
完
結
す

る
か

(
竹
芝
寺
縁

起
譚
)
、

男
が
成
敗
さ
れ
女
が
髪

を
下
ろ
す

不
幸

に
終
る

か

(
「忍

び
扇

の
長
歌
」
)

で
あ
り
、
そ
し
て
古
き

時
代

は
幸
福
な
結
末

で
あ
り
、
新
し
き
時
代

た
る
当
代
は
不
幸

に
終

る
の

で
あ

る
。
:
…
・西
鶴
は
身
分

の
相
違
す

る
男
女

の
恋
が
現
実

に
存
在

し
て

い
る
こ
と
を
知

っ
て
お
り
、
又
そ
れ
が
屡

々
不
幸

な
結
末

を
も
た
ら
す

こ

と
を
も
知

っ
て
い
る
。
…
…

し
か
し
、
そ
れ

(H
身
分
違
込
の
恋
が
不
幸
な
結

末
を
も
た
ら
す
こ
と
)

は
如
何

な
る
時
代

で
も
成
り
立

つ
論
理

で
は
な

い
、

少
な
く
と
も
古
き
時
代

で
は
周
囲

の
理
解
に
よ

っ
て
幸
福

に
終

る
の
で
あ

る
。

そ
れ
が
何
故
、
当
代

に
お

い
て
は
成
立

た
な

い
の
か
、
西
鶴

の
こ

の

一
篇

の
作
意

は
こ
の
疑
問

に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

と
述

べ
た
。

つ
ま
り
、
西
鶴

は

「
過
去

の
事
実
」
を
支
え
と
し
て
、
封
建
制
倫
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理

の
首
肯
し
難
さ
を
提

示
し
た
の
だ
と

い
う
わ
け

で
あ
る
。

(注
9
)

た
だ
、

こ
の
宗
政
説

に
対

し
て
は
、
高
橋
俊
夫
氏
が
、

一

ヘ

へ

竹
芝
縁

起
譚

を
想
起

し
な
く

て
は

一
篇

の
作
意
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
訳

で
は
な
く
、
又
読
者

に
そ
れ
を
作
老
が
要
求
し
て

い
る
訳

で

も

な

い
。

「
諸
国

は
な

し
」
は
貞
享

二
年
、
大
坂

の
池
田
屋
三
良
右
衛
門

に
依

っ
て

ヘ

ヘ

ヘ

へ

開
板
せ
ら
れ
た
。
少
く
と
も
大
坂

の
読
者

に

「
忍
び
扇

の
長
歌

」
か
ら
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

江
戸
芝
あ
た
り
の
口
碑

の
想
起

を
要
求
す

る
の
は
、

一
般
的
に
は
ム
リ
で

ヘ

ヘ

へ

あ
ろ
う
。

…
…
竹
芝
寺
縁
起
譚
が
執
筆

に
当

っ
て

ヒ
ン
ト
の
役

を
果

し
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
も
知

れ
ぬ
と
い
う
推
測
は
成
立

つ
と
し
,て
も
、
土
器
町
ま
で
を
、
そ
れ

に
結
び

つ
け
る
の
は
、
ど
う
も
、
付
会
と
し
…
…
た
方
が
良
さ
そ
う
に
思

わ
れ

る
の
で
あ
る
。

(傍
点
原
文
)

と
疑
問

を
呈

し
、

「
土
器
町
」
が
選
ば
れ
た
の
は
、
江
戸

の
地
理

に
も
か
な
り

精
通

し
て
い
た

西
鶴
が
、
駈
け
落
ち

の
男

女
が
逼
塞
す

る
の
に
、
適
し

い
場
所

を
選

ん
だ

ま
で
な

の
で
あ
る
と

の
説

を
述

べ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
ね
ば
な

ら
な

い
Q

ま

た
、

B
説

の

「矢
都

姫
事
件

」
と
は
、
次

の
如
き
も

の
で
あ

る
。

織

田
山
城
守

の
姫
君

は
江
戸

に
腰
入
れ
を
し
た
が
、

ほ
ど
な
く
離
縁
と
な

る
。
家
老
浅
津
治
左
衛
門
(知

行
五
百
石
)
が
、
大
和
宇
陀

の
国
表
よ
り
姫

を
迎

え
に
来
、
御
供
を
し

て
帰
る
途
中
、
姫
君
に
京
都
見
物

を
さ

せ
た
く

思

い
、
御
供

を
途
中

よ
り
帰
し
て
、
京

へ
廻
り
道

を
す

る
。
と

こ
ろ
が
、

姫

は
病
気

と
な
り
、
全
快
ま

で
京
都

に
半
月
余
り
滞
在

し
て
し
ま
う
。
藩

中
で
は
、
治
左
衛
門
が
姫

に
恋
慕

を
し
て
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い

る

の
だ
と
蹲
が
立

つ
。

つ
い
に
、

こ
れ
が
殿

の
耳
に
入
り
、
姫

は
宇
陀

に

帰

る
や
否
や

一
室
に
押
込
め
ら
れ
る
。

ま
た
治
左
衛
門

は
閉
門
と

な
り
、

つ
い
に
は
刺
客

の
た
め
に
殺

さ
れ
る
。

金
井

氏
自
身
も
述
べ

る
如
く
、

こ
の
話

は
類
似
性

に
お
い
て
、
原
拠
と
す

る
の

に
や
や
躊
躇

を
覚

え
る
が
、
宇
陀

と
大
坂

と
の
密
接
な
関
係
、
ま
た

「忍

び
扇

も
つ
こ
う

の
長
歌
」

の
挿
絵

の
着
物

の
模
様
が

、
宇

田
松
山
藩
織

田
家

の

「寞

」

の
紋

に

似
て

い
る

こ
と
等

を
考

え
あ

わ
せ
る
と
、

西
鶴
が

こ
の
事
件
を
念
頭

に
置

い
て

い
た
と

い
う

こ
と
も
充
分
有

り
う
る
こ
と
で
、
大
名

へ
の
憚
り

か
ら
、

モ
デ

ル

を
忠
実

に
描
く

こ
と
を
避
け
た
と
す
る

の
が
金
井
氏

の
考
え
方

で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
原
拠
と

の
対

比
か
ら
浮
び
上

っ
て
く

る
の
は
、
当
時
、
身
分

違

い
の
密
通

で
は
女
性
は
死
な
な
く

て
も

よ
か

っ
た

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

「
忍

び
扇

の
長
歌
」
で
は
、
死
な
ね
ぽ
な
ら
ぬ
境

地
に
姫
君

を
立

た
せ

る
、

こ
の
境

地

の
設
定

こ
そ
姫

の
主
張
を
力
強
く
打
出
す

た
め
に
必
要

と
さ
れ
た

こ
と
で
、

自
害

を
迫
ら
れ

て
応

ぜ
ず

、

「
世

の
定

ま
り
ご
と
」

を
批
判
し
て
、
そ

の

主
張

を
貫

い
て
尼

に
な
る
あ
た
り
、
芥
川
龍
之
介
や
菊
地
寛
な
ど

の
新
理

知
派

の
趣
が
あ

る
。
西
鶴

の
素
材

の
処
理
の

一
つ
の
方
法
な

の
で
あ
る
。

実
録

は
こ
こ
で
文
学
と
な
る
。
大
名
や
家

老
や
世
間

は
、
世

の
作
法

に
は

つ
れ

た
愛
情

の
ふ
る
ま
ひ
を
不
義
と

い
ひ
、
姫

は
、
愛
情

の
真
実

に
そ
む

く

の
を
不
義
と

い
ふ
。
さ
う

い
ふ
考

へ
方

の
、
或

は
心
理

の
、
く

ひ
ち
が

ひ
か
ら
起

る
悲
劇

に
、
さ
う

い
ふ
悲

劇
を
起
す

人
間

の
心
の

微

妙

な

動

き
、
或

は
さ
う

い
ふ
も

の
の
抒
情

に
、

こ
の
篇

に
お
け
る
西
鶴

の
作
意

の

一
つ
が

あ
る
の
で
は
な

い
か
。

と

い
う
ふ
う
に
金
井
氏

は
読
み
と

る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り

こ
の
、
作

品

の
原
拠

を
さ
ぐ

ろ
う
と

い
う
立
場
は
、

こ
の
作
品
が
生

ま
れ
た
当
時

の
人
達
が
共
通
に
前

提
と
し
得

た
知
識
を
探

ろ
う
と
す
る
試

み
で

あ

る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
そ
れ
は
古
典
と

い
う
歴
史
上

の
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産
物

で
あ

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ま
た
社
会
的
事

件
と

い
う
同
時
代
的
産
物

で
あ

る
場
合
も
あ

る
。
そ
れ
以
前

の
論
が
、

西
鶴
作
品
群

と
い
う
解
釈

の
場
を
考
え

た
の
に
対
し

て
、

こ
の
立
場
は
、
さ
ら
に
大
き
く
、

い
わ
ば

「
通
時
的
」
な
場

を
、
あ

る
い
は
ま
た

「
共
時

的
」

な
場

を
作
品

に
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
と

い
え
そ
う

で
あ

る
。

四

さ
て
、

こ
う
し
て
ま

っ
た
く
異

っ
た

二
つ
の
原
拠
説
が
対
立
す

る
こ
と
と
な

っ
た
が
、

こ
れ

に
対
し
て

一
つ
の
解
答

を
与
え
よ
う
と
し
た

の
が
、

井
上
敏
行
氏

「
『
忍
び
扇

の
長
哥
』

の
方
法
」

(
『
国
語
と
国
文

学
』
昭

50

・
12
)

で
あ
る
。
井

上
氏
は
、
A
説

(
竹
芝
寺
縁

起
譚
)

と
B
説

(
矢
都
姫
事
件
)

と

が
、
同
時

に

「忍

び
扇

の
長
歌

」
に
取
り

こ
ま
れ

て
い
る
と
す
る
に
は
、
両
者

は
あ
ま
り
に
隔

っ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
ち
ら

か
を
誤
ま

っ
た
説
と
考

え
ざ

る
を
え
な

い
と
す

る
。
そ

し
て
、

B
説

の

「
矢
都
姫
事
件
」
を
原
拠

と
考

え
、

そ
れ
を
中
将
姫
伝
説
や

『
伊
勢
物
語
』
を
媒
介
と
し
て
処
理
し
、

一
篇

の
オ
チ

の
き

い
た
咄

に
仕
立

て
上
げ
た

の
が
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
で
あ
る
と
し
た
。

つ
ま
り
井
上

氏
は
、
原
拠
素
材

に
よ

っ
て
直
接
的

に
作
品
を
解
釈
す

る
の
で
は

な
く
、
素
材
が
ど

の
よ
う

に
処
理
さ
れ
作
品
化
さ
れ
た
か
と

い
う
、

そ
の
過
程

に
西
鶴

の
創
作
手

法
を
読

み
と
ろ
う

と
し
た

の
で
あ
る
。

例
え
ぽ
、
宇
陀

の

「
矢
都
姫
事
件
」
は
、
謡
曲

「
雲
雀

山
」
の
連
想

か
ら
、

矢
都
姫
ー
↓
宇
陀
↓

雲
雀
山
卜
↓
中
将
姫

と
、

「
中
将
姫
」

に
結
び

つ
く
、
す
る
と
、

中
将
姫

を
自
害

さ
せ
よ
う

と
す
る

話

柄
や
、
中
将
姫
末
期

の
説
法

か
ら
、

「忍

び
扇

の
長
歌
」
後
半
部

の
、
自
害

の
強
要

と
姫

の
恋
愛
感

の
開
陳

と

い
う
構
成
が
生

ま
れ

る
の
は
自
然

の
成
り
行

き

と
な

る
Q
ま
た
、

宇
陀
松
山
藩
ー
↓

江
戸
藩

邸
ー
↓
業
平
伝
説

と

い
う
連

想

の
糸
を
た
ど

っ
て
、
江
戸

と
い
う
舞
台

の
設
定
、
高
貴

な
女
性
を

盗
む
話

な
ど
の
構
成
が
導
き
出

さ
れ

る
は
ず

で
あ
る
。
こ
う
し
た

手

続

を

経

て
、
井
上
氏

は
、

結
局
、

「
忍
び
扇

の
長
哥
」

一
篇

に
見
ら
れ
る
方

法
は
、
原
素
材

珪
矢
都

姫
事
件

を
、

媒
材

"
中
将
姫
伝
説

・
『伊

勢
物
語
』
に
よ

っ
て
、

原
素
材

の
俤
を

ほ
と
ん
ど
残
さ
な

い
ほ
ど
に
、
岡

西
惟
中

の
こ
と
ぽ

を

か

れ

ぽ

「
あ
ら
ぬ
事
に
し
な
す
」

こ
と
で
あ

っ
た
。
…

…

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

一

篇

の
方
法
を
以
上

の
ご
と
く
に
見
た
場
合
、

西
鶴
が

こ
の

一
篇

で
何
を
語

ろ
う
と
し
た
か
と
い
う
問
題
も
、
当
然
、
従
来

と
は
異

っ
た
解
答
が
導

か

れ
る

こ
と
に
な
る
。

西
鶴
は
、

目
次

の
下

の
見
出

し
に

「
恋
」
・
と
書
き
、

一
篇

の
主
題
を
明
示
し
て

い
た
わ
け
だ
が
、

こ
の

「
恋
」
は
、

『
伊
勢
物

語
』

の
現
代
版
、
あ

る
い
は
中
将
姫

の
現
代
版
と

い
う

べ

き
、
滑

稽

な

「恋

」

の
咄

で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。

こ

の
井
上

氏
の
立
場
が
決
定
的

に
新
し

い
の
は
、
井

上

氏

自

身

が
、

従
来

の
こ

の

一
篇

に
対
す

る
解
釈

に
、
と
も
す
れ
ば
近
代
主
義
的
な
解

釈

が

多
か

っ
た
の
は
、

ア
プ

リ
オ
リ
に
西
鶴

の
人
間
主
義
を
前
提
し
、
滑
稽

の
仕
組

そ
の
も

の
を
見
究

め
る
作
業
が
不
足
し
て

い
た
か
ら
で
は
な
か

っ

た
か
。

と
述

べ
る
よ
う

に
、
従
来

の
立
場
が
、
様

々
な
方

法
を
と
り

つ
つ
も
、
文
学

と

は
人
間
を
描

く
も

の
で
あ

る
と

い
う
よ
う
な
、
所

謂
近
代

的
文

学
観

の
残
滓

を
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ど

こ
か
に
ひ
き
ず

っ
て

い
た
の
に
対

し
て
、
そ

の

「
反
定
立
」
と
し
て
、

「
滑

稽
的
処
理
」
と
い
う

主
張

に
よ

っ
て
、
す
べ
て
を
説
明
し
尽

し
て
み
せ
た
と

い

う
点

に
お

い
て
で
あ

る
。

こ
の

「
滑
稽
的
処
理
」
と

い
う
概

念
が

、
当
時

の
第

一
文
芸
で
あ
る

「
俳
諧
」

の
中
心
理
念

で
あ
る
こ
と
は
、
井

上
氏
の
立
場

を
充

分

に
正
当
づ
け
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

と
い
う
、

こ
の

一
篇

の
研
究
史

を
ふ
り

返

っ
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ

こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
様

々
の
解
釈

か
ら
、
向
井

(注
10
)

芳
樹
氏

の
述
べ
る
如
く
、
研
、究

の
在
り
方

に
つ
い
て
の
議

論
を
引
き
出
す

こ
と

も
出
来
よ
う
か
と
思

わ
れ

る
が
、
今
そ

の
用
意

の
な
い
本
稿

で
は
、
そ
う
し
た

抽
象
的
問
題
に
深
く
立

ち
入
る
こ
と
が
出
来
な

い
。

こ
こ
で
は
た
だ
、

こ
の
研

究
史
を
整

理
し
て
み
て
感
じ
た
、
一
つ
の
き
わ
め
て
具
体

的
な
疑
問

に
対

し
て
、

本

稿
な
り
の
解
答
を
与
え
、
そ

こ
か
ら
導
き
出

さ
れ

る

一
つ
の

「
読
み
」
を
提

示
す
る
こ
と
を
以

て
、
本
稿

の
役
割
り
と
し
て
お
き

た
い
。

五

井
上
氏

の
説

は
、
そ

の
精

査
な
手
続
き

に
よ

っ
て
、

い
さ

さ
か
の
瑕
瑾
も
無

き

ま
で
に
、
金
井
説

(矢
都
姫

事
件
原
拠

説
)
を

証
明

し
得
た

か
の
感
を
与
え

る
。

こ
と
に
、
話

の
後
半
部
の
中
将
姫

の
俤
や
、
挿
絵

の
寞
風

の
模
様
な
ど
は

大
変
有
力

な
証
拠
た
り
得
て
い
る
と
思

わ
れ

る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
か

つ
、
話

の
前
半
部
分
、
奉
公
人
と
姫

君
と
の
恋
愛
駆
け
落
ち

と
い
う

ス
ト
ー
リ

(注
11
)

!
は
、
金
井
氏
も
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
を
読
ん
で
誰

し
も
聯
想
す

る
の
は
、
更

級
日
記
の
皇

女

の
衛

士
と
武
蔵

の
国

に
出
奔

さ
れ
る
条

で
あ

ろ
う
。

と
述

べ
る
様

に
、

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」
と
の
類
似
性

の
方
が
強

い
と
い
う
思

い

を
禁
じ
得
な

い
。
本
当
に
宗
政
説

(竹
芝
寺
縁
起
譚
原
拠
説
)
を
否
定

し
去

っ

て
よ

い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

井
上
説
は
、
宗
政
説

・金
井
説

の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
が
誤
り
で
あ

る
と
い
う
前

提
で
出
発

し
て
い
る
。

し
か
し
、
両
説

と
も

に
捨
て
難

い
も

の
が

あ
る
と
い
う

思

い
を
禁
じ
得

ぬ
今
、
井
上
氏
が
と

っ
た
前
提
以
外
に
、
両
説
と
も
に
正
し
い

の
だ
と
す

る
前
提
を
考
え

に
入
れ
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
こ
と
に
、

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」
と

「
矢
都
姫
事
件
」
と
で
は
、

両
者

は
あ

ま
り

に
も
掛
け

離

れ
て
い
る
が
、
井
上
説

に
よ

っ
て
、

「
矢
都

姫
事

件
」

は

「
中
将
姫
説
話
」

と
連
想
関
係

に
な
り
得
る

こ
と
が

わ
か

っ
た

の
だ
か
ら
、

こ
れ
を

「
竹
芝
寺
縁

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

起
譚
」

と

「
中
将
姫
説
話
」
と

に
置
き
換
え
て
考

え
て
み
た
ら
ど
う

か
。

つ
ま

り
、
も

し

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」
と
も
関
わ
り
を
持

ち
、

ま
た

「
中
将
姫
説
話
」

と
も
関

わ
る
様
な
話
が
見

つ
け
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
井
上
説

に
感
じ

た
疑
問

は
解
消
す
る

の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。

こ
れ
は
、
確

か
に

一
つ
0
見

通

し

で
あ

る
。
た
だ
、
こ
れ
に
具
体
的
解
答

を
与
え

る
こ
と
は
、
大
変

困
難

と
言

わ
ね
ば
な
ら
な

い
o

(注
12
)

し
か
し
、
前
掲

の
向

井
氏
の
論
文

は
、

こ
の
解
答

へ
の

一
つ
の
ヒ

ン
ト
を
与

え
て
く
れ

る
も

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、

「忍

び
扇

こ
む

ぶ
き

さ
か
り

、

の
長
歌
」
と

『男

色
大
鑑
』
巻

三
ー
五
、

「
色

に
見
籠

は
山
吹

の
盛
」
が
構
成

上
類
似
点
を
持

っ
て

い
る
と
い
う
指
摘

で
あ

る
。
両
者

の
類
似
点
が

あ
げ

ら
れ

て
い
る
う
ち

で
、

一
つ
抜
け
落
ち
て
い
る
と
思

わ
れ

る
の
は
、

「
井
戸
」
の
こ

と

で
あ
る
。

「
忍

び
扇

の
長
歌
」

は
、
姫
が
す
す
ぎ

洗
濯
を
す

る
そ
の
場
面

を

挿
絵

に
し
て
、
井
戸
が
描

か
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
、

「
色

に
見
籠

は
山
吹

ゑ

あ
る
さ
と

す

ま

ゐ

の
盛
」
も
、

「
榎

の
は
井

の
水
有

里
に
隠
れ
住
居
」
す
る
と

い
う
こ
と
に
な

っ

て
い
る
Q
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こ
れ
は
》
身
分
違

い
の
恋

の
話
が
、
何

か

「
井
」

に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
流

布

し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
暗

示
を
与
え

て
く
れ

る
。

こ
の
ヒ
ン
ト
に

従

っ
て
、

こ
れ

に
適
す
る
よ
う
な
話
を
捜

し
て
み
る
と
、
柳
田
国
男
氏

『
桃
太

郎

の
誕
生
』

(『
定
本

柳
田
国

男
集
』
第

八
巻
所
収
)

の
中

に
、
卑

し

い
男
が
面

白
く
珍

ら
し
い
言
葉

の
力
に
よ

っ
て
優
れ

た
配
偶
者
を
獲
た
話
と
し
て
、

「
山

田
白
滝
譚
」
を
挙
げ
て

い
る
の
に
行
き
当
た

る
。

こ
れ
は
、
諸
国

の
山
田
と
い

、

う
地
名

の
場
所

に
伝
わ
る
話
で
、
摂
津

の
飛
聖
山

田
の
卿
花
薄
家

伝
を
そ
の
代

表

と
す

る
よ
う

で
あ
る
。

『摂
陽
群
談
』
巻

八

(
元
禄
十

一
序
、
十
四
刊
)
に
、

こ
れ

を

「
梅
雨
井
」
と
し
て
掲
げ

て
あ

る
の
は
、

ま
さ
に
先
程

分
ヒ
ン
ト
に
答

え
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
、

『
摂
陽
群
談
』

の
そ

の
項
を
開
い
て

み
る
と
、
次

の
様

に
あ
る
。

ツ

ユ

ノ

ノ

ニ

フ

ノ

ヤ

マ
ダ

ノ

ハ

ラ

ノ

ツ

ユ

梅
雨
井

矢
田
部
郡
丹
生
山
田
庄
原
野
村
、
栗
花
落
理
左
衛
門
第
宅
ニ
ア

ワ
キ
イ
ヅ

サ

ワ
タ
リ

サ

ツ
ネ

ナ
フ
シ
テ

リ
。

水

ノ
涌

出

ル
間

、
長

四

尺
餘

、

渡

三
尺

、

深

一
尺

、

常

二
無

レ
水

而

シ

ヘ
イ

サ

ノ

ツ

ズ

ユ
シ

ユ
ツ

ノ

ミ

ヅ

ク

チ

カ
ズ

ツ

ヒ

如
二
平
沙
O

梅

雨

二
入
テ
必
涌
出

ス
。
是
水

ロ
ノ
数
ヲ
以
テ
入
梅

ノ
日
ヲ

サ
ダ

ツ

ツ

シ

ツ

ユ

ザ

ヱ

モ
ソ

定

ム
。
因
テ
以
テ
地
主
ノ
姓

ト
成
、
世

二
栗
花
落
左
衛
門

ト
称
ズ
。

五
月

ク

リ

ヲ

ツ

コ

ロ

ル

ユ

ヘ

ル

ニ

ク

栗

ノ
花

ノ
落

ル
頃
、

必
ズ
梅

雨
ノ
時
節
成

ガ
故
、
三
字

二
作
。
家
記

云
、

ス

始
祖
曄

左
衛
門
尉
纛

難

拶

ハ
、
人
皇
罕

七
代
廃
帝
蚕

禦

テ

ゥ

ヨ

コ

ハ
ギ

ノ

ト

ヨ

ナ

リ

ノ

シ

ラ
タ

ギ

ビ

メ

コ
ヒ

カ

ク

朝

二
奉

仕
ス
。
于
レ
時
、

横
萩

右
大
臣
豊
成
卿
息

女
、
白
滝
姫

ヲ
恋

テ
斯

ヒ

ヲ

ク

ト
云
ヤ
リ
ヌ
o
白
滝

一
首

ノ
和
歌

ヲ
送

ル
。

カ

ヘ
ラ

ミ

ネ

コ
ヒ

ヤ

マ
ダ

ヲ

ノ

ゴ

雲
ダ

ニ
モ
懸

ヌ
嶺

ノ
白
滝

ヲ

サ
ノ
ミ
ナ
恋

ソ
山

田
男

ヨ

ヨ

う　ヘ

ビ

イ

ヒ

ツ

レ

ナ

コ

レ

ト
讀

テ
、

及

ナ

キ

ナ

ン
ド

云

テ

難

面

カ

リ

ケ

レ
バ

、

猶

ア

コ
ガ

レ

ヌ
。

是

カ

ヘ

リ

コ

ト

マ

フ

サ

ヱ

ア

リ

サ
ネ

カ

ツ

ニ
返
事

申

バ
得

サ
ス
ベ
シ
ト
有

ケ
レ
バ
、
真

勝
ヤ
ガ
テ
、

ミ

ナ

ヅ
キ

イ
ナ
バ

ス
ヱ

ヤ
マ
ダ

ヲ
チ

シ
ラ
タ
キ

水

無

月

ノ
稲

葉

ノ
末

ノ

コ
ガ

ル

、

二
山

田

二
落

ヨ
・臼
滝

ノ
水

カ

キ

ヲ

ク

カ

レ

コ

ヘ

ロ

ア

サ

コ
ト

カ

ム

ト
書
テ
送
リ

ケ
レ
パ
、
豊

成
卿
、
彼

ガ
心
ザ

シ
ノ
浅

カ
ラ
ヌ
事

ヲ
感

シ
、

ツ
イ

ソ

ゥ

イ

ヱ

ヲ

ク

ヱ
イ

リ

ョ

終

二
帝

二
奏

シ
テ
、

白
滝

ヲ
真
勝

ガ
家

二
送

ル
。

叡
慮
不
レ
浅
、

真
勝

二

謡

,蠶

饕

餤

ヲ
.蠍
,ヌ
・
當
家
髴

・
箜

也
・
白
滝
世
ヲ
多

・

チ
ウ
カ

ア
タ
レ

ユ
イ
ガ
イ

テ
イ
タ
ク

ヒ
ガ
シ
ザ
カ
ヒ

ホ
ウ
ム

ツ
イ

于
レ
時
仲
夏

二
當

リ
。

遺
骸
ヲ
第

宅
ノ

東
境

二
葬

ル
ベ
シ
ト
也
。
終

ニ

ヲ
サ
メ
カ
ク
シ

ホ
コ
ラ

ベ
ソ
ザ
イ

イ
ハ
ヒ
マ
ツ

ノ

ノ

ユ
ジ
ユ
ツ

納
蔵

テ
叢
祠
ト
成

シ
、

辨
財

天
ト
祀
祭

ル
。

其
地

二
就
テ
此
水
涌

出

ル
マ
デ

ニ

シ
ラ

シ
ラ
タ
キ
ビ
メ

タ
ヱ
マ

テ
ラ

カ
ヒ
ソ

シ
、
至
レ
于
レ今

梅
雨
ヲ
知

シ
ム
。
白
滝
女

ハ
和
州
當
麻
寺

ノ
開
祖
中
将

法

イ
へ

女

ノ
妹
也

ト
云
リ
。

(注
13
)

こ
の
話
が

「
井
」
と
関
連
す
る
の
は
、
柳

田
国
男
氏

に
よ
れ
ぽ
、

こ
の
説
話

は
地
下
水

の
出
没

に
基
づ
く

口
碑

の
類

で
、

栗
の
花

の
落

ち
る
梅
雨

の
頃
に
な

る
と
常
は
水

の
な
か

っ
た
霊
地
の

一
隅

に
清

い
水

の
湧
く

の
を
水
神

の
奇
蹟

と

し
、
そ

の
家

の
曩
祖
と
水

の
神

と
の
婚
姻

を
説
く
も

の
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

に
よ
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
姫

の
携

え
て
来
た

と
い
う

「
天
国

の
剣

」
も

ま

,

た
、
雨

に
ま

つ
わ
る
剣
で
あ
り
、
水

と
の
関
係

を
見

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で

あ

る
。

こ
の
水

の
神
と

の
婚
姻

の
話

に
興
を
添
え

る
話
柄
と
し
て
高
貴

な
上
膓

を
得

る
話
が
付

け
加

わ

っ
た
如
く

で
あ

る
が
、

『
更
級
目
記
』

の

「
竹
芝
寺
縁

起
譚
」
も

こ
の
系
統

に
属
す

る
話

で
あ

る
こ
と
は
、
例
え
ば

「
竹

芝

寺

縁
起

譚
」
と
類
似

の
ス
ト
ー
リ
!
を
持

つ
、

『
大
和
物
語

』
第

一
五
五
話

(
お
よ
び

ノ

ウ
ド
ネ
リ
ニ
ト
ラ
レ
タ
ル
コ
ト

『今

昔
物
語

』
巻

三
〇
、
「
大
納
言
娘
被
取
内
舎
人
語

、
第

八
」
)

を
見

て
も
、

そ
れ
が

「
山

の
井
」

と
結
び

つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ

よ

う
。

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」

に
は
、

こ
の
水
と

の
関

わ
り
が
欠
落

し
て
い
る
の
で

あ

る
が
、

『
芝
区
誌
』
第
四
編
第

二
章

(
昭
13

・
3
)

に
よ
れ
ば
、

こ
の
話
は

「
亀
塚
」

「
三
田
」
と

い
う
地
名

に
ま

つ
わ
る
話

と
理
解

で
き
、
そ
う
す
る
と

『
石
川
県
鳳
至
郡
誌
』
(
大
12

・
3
)

所
掲

の

「
田
舎

の
黒
鳥
」
と
同
類
と

い
う

こ
と
に
な

っ
て
、
や
は
り

「
山
田
白
滝
譚
」

と
同
系
統

と
考
え
て
お

い
て
よ

い

一
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と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

「
山

田
白
滝

譚
」

と
い
う
、

「
井
」

に
ま

つ
わ
る
身
分

違

い
の
恋

の
話

は
、
実

は

「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」
と
ま

っ
た
く
別

の
話

な
の
で
は

な
く
、

た
だ
近
世
期

に
お
い
て
は
、

こ
れ
が

「
山
田
白
滝

譚
」

と
い
う
形

で
流

布

し
て
い
た

と
い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
ス

ト
ー
リ
ー
と

し
て
は
、

「竹

芝
寺

縁
起

譚
」
よ
り
も
、

「
山

田
白
滝
譚
」
を
採

用
す
る
方
が
適
切

で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
も
、

こ
の

「
山
田
白

滝

譚
」
は

「
中
将
姫
説
話
」

と
関

わ

っ
て
い
る
と

い
う
点

に
お

い
て
、
今

一
層

そ
の
有
力

性
を
増
す

と
思
わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
こ

の
話

の
女
性

主
人

公
で
あ

る

「
白
滝
姫
」
は
、
「
中
将
姫
」

の
妹
と

い
う

こ
と
で
語

り
伝

え
ら
れ

て
い
た
わ
け

で
、

こ
れ
は
前
引

の

『
摂
陽
群
談
』
に
限
ら
ず

、

『
京
童
跡
追
』

(寛
文
六
)

に
、

羅

蠶

の
頃
、
難

臥
豊
饗

の
爨

離

擧

嫩
霞

欝

醐
と
W

ふ
あ
り

ま
た
、
『兵
庫

名
所
記
』
下

(
宝
永
七
)
に
、

さ
ね
か
つ

は
い
た
い

て
う
て
い

山

田
左
衛
門
尉
真
勝
は
、
四
十
七
代
廃
帝

天
皇

の
御
宇
、
朝
廷

に

つ
か
へ

よ
こ
は
ぎ

と
よ
な
り

き
や
う

し
と
き

に
、
横
萩
右
大
臣
豊
成

の
卿

の
息

女
白
滝
姫

を
恋
佗

て
、

丶

一ー
中
将
ひ
め
の
妹

と
、
諸
書

に
等

し
く
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、

こ
こ
に
、
「
竹
芝
寺
縁
起
譚
」

と
も
関

わ
り
、
「
中
将
姫
説
話
」

と
も
関
わ
る
話

と
し
て
、

「
山
田
白
滝
説
話
」

と
い
う
具
体
的
な
答
え
が
提
出

さ
れ
う
る

こ
と
が
明

ら
か
と
な

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、

「
矢

都
姫
事
件

」
た

こ
の

「
山
田
白
滝
説
話
」

を
併

せ
加

え
て
、
「
忍
び
扇

の
長
歌
」

を
考
・兄
て
み
る
と

い
う
立
場
を

と
る
こ
と
に
し
た

い
。
が
、

そ
の

前

に

こ

の

「
山
田
白
滝
説
話
」

の
流
布
形
態
に

つ
い
て
、
も
う
少

し
検
討
を
加
え
て
み
る

こ
と
と
す

る
。六

西
鶴

の
時
代
に
、
こ
の

「
山

田
白
滝
説
話
」
が
、
丹
生
山
田
の
栗
花
落
家

の

所
伝
と
し
て
流
布

し
て
い
た
こ
と
は
、
前
引

の

『摂

陽
群
談
』

(元
禄
十
四
)
、

ま
た
遡

っ
て
、

『
京
童
跡
追
』
第

六

(
寛
文
七
)

に
も
同
じ
内
容
が
見
え
る

こ

と
か
ら
明

ら
か
で
あ

る
が
、
さ
ら
に

こ
の
説
話

を
西
鶴
自
身
が
知

っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、

『
一
目
玉
鉾

』
巻
四

(
元
禄

三
)

に
、

に

う

つ

い

り

○
生
丹

の
山

田

○
栗
花
落

の
宮
今

に
有

と
あ

り
、

ま
た
俳
諧

に
も
、

穴

の
あ
く
程
見
る
立
す

か
た

涙
雨

つ
ゆ
さ

へ
も
ん
や
ふ
ら
す

ら
ん

丹
生

の
山
田
は
植
時

に
な
る

(『
独
吟

一
日
千
句
』
第
七
、
延
宝

三
)

看
板

の
鼻

の
さ
き

よ
り
雨

か
ふ
る

友
雪

つ
ゆ
左
衛
門

か
あ
な
は

ふ
た

つ
し
や

西
鶴

(
『
両
吟

一
日
千
句
』
第

五

・
雲
峯
、
延
宝
七
)

の
付
合
が
あ
る
.、
と
に
齷
鍵

も
智

れ
る
。
右
の
付
倉

つ
い
て
は
曁

高

橋
俊
夫
氏

の
指
摘

す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、

鼠

の
か
よ
ふ
穴
秋
津
国

墜
栗
の
雨
を
し
ら

へ
の
道

の
夜
を

こ
め
て

(
『
一二
鉄
輪
』
、
延
宝
亠ハ
)

の
例
が
あ
り
、

ま
た
西
鶴

の
周
囲

に
お

い
て
も
、

一21一



あ
な

の
あ
く

ほ
と
君

か
貞
み
る

丹
生
の
山
泪

の
雨
や

し
ら
す
ら
ん

今
治

西
畑

(
『物
種
一集
』
、
延
宝

亠ハ
)

ツ

ユ

男
日
照
な
き
世
成

け
り
黴
左
衛
門

、

辰
寿

(
『
句
箱
』
第

三

・
梅
雨
、
延
宝

七
)

等

と
詠

ま
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の

「
山
田
白
滝
説
話
」
が
近
世
期
を
通
じ

に

う
の
や
ま
た

つ
ゆ
う

さ

へ

も
ん
の
ゆ
ら
い

て
広
く
流
布

し
て
い
た

こ
と
は
、
古
浄
瑠
璃

『
丹
生
仙
田
梅
雨
左
衛
門
由
来
』

(
元
禄

五
)

に
、
梅
雨
左
衛
門
と
し
ら
竹

の
前
が
雨

に
ま

つ
わ
る
筋

立
に
構
成

さ
れ
、
並
木
宗
輔

の
浄
瑠
璃

『
丹
生
山
田
青
海
釼
』

(
元
文

二
)

に
は
、
源
氏

六
十
帖

の
世
界

に
丹
生
山
田
の
話

を
趣
向

し
、
山

田
の
長

と
娘
入
梅
、
天
国

の

剣
等
が
、
や
は
り
雨

に
ま

つ
わ
る
筋

で
仕
組

ま
れ
、
黒
本

『
入
梅
左
衛
門
名
所

井
筒
』

(宝
暦

八
)

に
も
、
豊
成
公
と
中
将
姫
、
白
玉
姫

の
姉
妹

お
よ
び

入
梅

左
衛
門
が

登
場

し
、
雲
雀
山

と
山

田
白
滝
と
を
な

い
ま
ぜ

た
構
成
と
な

っ
て
い

る
、
等
と
い
う
こ
う

し
た
例

か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も

っ
と
も
肝

心
な
、

こ
の

「
山

田
白
滝
説
話
」
が
、
ど

の
よ
う
な

筋

で
も

っ
て
流
布
し
て

い
た
か
と
い
う

こ
と
は
、

『
摂
陽
群
談
』
等

の
地
誌
類

で
は
、
骨
組

み
の
み
で
、
や
や
わ
か
り
に
く

い
が
、
も

っ
と
も
参
考

に
な
り
そ

う
な

の
は
、
歌
謡

の
環
腱
瞬

謙
中

「
山
田

の
露

」
と
題
す

る

一
篇

で
あ

る
。
今

こ
の
本
文

を
、
諸
本

を
参
照

し
つ
つ
家
蔵

の

一
本

(
姫
路

せ
ん
ぽ
御
堂
前
灰
屋

(注
15
)

輔

二
板
)

に
よ

っ
て
揚
げ

て
お
く
。

山
田

の
つ
ゆ

甚
九
ぶ
し

ゑ
ん
A
ふ
し
ぎ
な
も

の
に
て
ご
ざ
る
、

ち

玉
A
よ
こ
は
き

と
よ
な

り
こ
う

よ
、

あ
ね
A
た
ゑ
ま

の
ち
う
せ
う

ひ
め
よ
、
い
と
も
し
ら
た
き

二
八
の
す

が
た
、

一
の
き

さ
き

に
そ
な

A
り
た
ま

ふ
、
ゑ

い
く
わ
は
な
は
だ

か
ぎ
り

な
し
、

こ
Σ
に
つ
の
く
に
や
ま
だ
の
た
に

玉
、
り
ざ

へ
も
ん
と
て
か
し
こ

き

お
と
こ
、
た

い
り
し
ら
す

の
ふ
に
と
ら
れ

つ
玉
、
ち
り
を
ひ
ろ
ふ
て

つ

と
め
て
い
た
が
、

み
す

の
こ
ひ
か
せ
ふ
き
ま
く
り
つ
二

一
の
き

さ
き

の
し

ら
た
き
さ
ま
の
」
つ
ぼ

ね
ま

る
ね
の
御
す
が

た
を

バ
、
一
め
見

る
よ
り
は
や

・
こ
ひ
と
な
り
、一
け
ふ
か
あ
す

か
の
や
ま

ひ
と
な
り
て
(
庵
は
や

つ
と
め
に

い
で
ざ
り
け
れ

バ
、
あ
な
た
こ
な
た

へ
も
れ
き

こ

へ
つ
Σ
、

つ
い
に
だ
い

り
の
御

み

Σ
に
い
り
、
じ
ひ
A
か
み
よ
り
め
し
く
だ

さ
れ
て
、
な
ん
ち

こ

ひ
す

る
そ
の
こ
玉
ろ
ざ

し
、
・
さ
て
も
や
さ
し
や
し
ゆ
し
や
う
な
も

の
と
、

こ
ひ

A
に

つ
ぼ

ん
天
ぢ
く

ま
で
も
、
た
か
き

い
や
し
き

へ
だ

て

A

な

い

そ
、

一
ッ
し
ゆ

つ
ら
ね
よ
う
た
よ
む
な
ら
ぽ
、

の
ぞ
み
か
な

へ
て
ゑ
さ
せ

ん
も

の
と
、
じ
き
に
き
よ
か
ん
の
あ

り
が
た
や
、
そ

こ
で
お
と
こ
と
し
ら

た
き

さ
ま
と
、

り
や
う

ほ
う
た
か
ひ
に
ち
ゑ
く

ら

へ
に
て
、
や
が
て
百
し

ゆ
の
う
た
よ
み
た
ま
ふ
、
す
ゑ

の
お
ち
く
に
し
ら
た
き

さ
ま
の
よ
ま

せ
給

ふ

A
く
も

た
に
の
、

に
ご
り

か
Σ
ら
ぬ
此
し
ら
た
き

を
、
心

な
か
け

そ
や

ま
だ

の
お
と
こ
と
あ

そ
バ
し
け
れ

バ
、
そ

こ
で
お
と

こ
も
ま
つ
と
り
あ

へ

ず
、

み
な
づ
き

の
い
な
ぽ

の
つ
ゆ
と
こ
が
れ

つ
玉
、
や
ま
だ

に
お
ち
よ
し

ら

た
き

の
み
つ
と
よ
み
上
け
れ

バ
、
き

み
を
は
じ

め
て
く
げ
大
じ
ん
も
、

さ
て
も
あ

つ
は
れ
御

め
い
か
や
と
、
上
下
ざ

ぼ
め
き

ほ
め
給

ふ
、
と
き

に

き

み
よ
り
御

ほ
う
ひ
に
て
、

い
と
し
さ

か
り

の
し
ら
た
き

さ
ま
を
、

り
さ

が

に
よ
う
ぽ

と
な
を

つ
け

か

へ
て
、

つ
れ

て
か

へ
れ
と
め
し
下
さ
る

乂
、

い
ゑ

の
た
か
ら

A
か
の
う
す
ず

み
に
、

ま
も
＼り
か
た
な

A
む

ご
ひ
き
で
も

の
、
く
ら
ゐ
さ
つ
が
る
御
ま
き
も

の
を
今

に
ふ
し
ぎ

ハ
わ
き

で
る
つ
ゆ

の

今

の
よ
ま
で
も
山

田
の
と
の
と
、
な

ん
ほ
め
て
た
の
な
わ
か
松

よ
さ

こ
つ
本
文
を
読

む
と
、

ま
ず

「
縁
は
不
思
議
」
「
御
簾

の
恋
風
」

「恋

に
上
下

一22一



の
へ
だ
て
ぱ

な
い
」
等

と
い
う
表
現
が
目
に

つ
き
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
は
あ

歙

鴫
.」
の
本
文
に
拠
.
た
の
で
は
な
い
か
と
靉

憶

誉

の
表
覗
囎

似

性

を
感
じ

る
が
、
し
か
し
、
諸
書

の
解
説

に
よ
れ
ば
、
兵
庫

口
説
は
享
保
頃

よ

り
大
坂
地
方

に
行
な
わ
れ
た
踊

口
説

の

一
種

で
、
西
鶴
時
代
ま
で
は
遡

り
得
な

い
も

の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
、
こ

の

「
山
田
の
露
」

は
、
現
在

に
残

る
盆
鯒

聖

お
い
て
も
、

ほ
と
ん
ど
と

　、
っ
て
よ
い
ほ
ど
里

詞
章

で
口
説
か

れ
て
お
り
、
踊

口
説
類

の
先
行

詞
章

の
継

承
と
い
う
こ
と
や
、

『
京
童
跡
追
』

(寛
文

七
)
『
国
家
万
葉
記
』
(
元
禄

一
〇
)
、『
摂
陽
群
談
』
(
元
禄
十
四
)
『
兵
庫

名
所
記
』

(
宝
永
七
)
等

の
地
誌
類

の
内
容

と
考
え
あ
わ
せ
る
ど
、,
「
山
田
の

露
」
と

い
う

口
説
き
は
、

も
う
少
し
遡

る
可
能
性
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
と
は

思
わ
れ
る
も
の
の
、
現
段
階

で
は
、

こ
の
本
文

を

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
と
直
接

対
比
さ
せ
る
こ
と
は
避
け

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
話

の
内
容

に
お

い
て
は
、

こ
の
兵
庫

口
説

「
山
田

の
露

」
と
ほ
ぼ
同

一
の
形

で

「
山
田
白
滝
説

話

」
が
流
布
し

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ゆ

七

(注
19
)

そ

こ
で
、
今

仮
に
、
民
俗
学

の
成
果
を
参
照
し

つ
つ
、
こ
の
兵

庫

口
説

の

「
山
田

の
露

」
お
よ
び
前
掲

の
地
誌
類

か
ら
、
当
時
流
布
し
て
い
た
で
あ

ろ
う

と
思
わ
れ
る

「
山

田
白
滝
説
話
」
を
再
構

成
し
て
み
る
と
、

お
お
よ
そ
次

の
様

な
内
容

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

・
人
皇
四
十

七
代
廃
帝

天
皇

の
御
宇
、
横
萩
豊
成
卿

の
息
女

に
ち
鰐
癰
塒
め
と

し
ら
た
ぎ
び
め

白
滝
姫

と
い
う
姉
妹
が

い
た
が
、
妹

の
白
滝
姫
が
帝

の
・一
の
妃

と
な

っ

つ

ゆ

り

ざ

え

も
ん

た
。
内
裏
奉
公
を
し
て
い
た
丹
生
山

田
の
栗
花
落
理
左
衛
門

は
、

こ
の
白

・
滝
姫
を
恋
初
め
、
病

と
な

る
。

こ
れ
を
聞

い
た
帝

は
恋

の
こ
こ
ろ
ざ
し
を

感
じ
、
姫

と
歌

を
詠

み
合

っ
て
勝

っ
た
な
ら
ば
白
滝
姫
を
得

さ
せ
よ
う
と

の
仰

せ
を
下
さ
れ
た
。
そ

こ
で
二
人
は
歌
を
詠
み
合

い
、

つ
い
に
理
左
衛

門
が
勝

っ
て
天
国

の
御
剣

の
守
り
刀
と
と
も
に
白
滝
姫

を
た
ま
わ

っ
た
。

白
滝
姫
は
早
く
世
を
去
り
、
弁
財
天
に
祭

っ
た
が
、
栗

の
花

の
落
ち

る
梅

雨
時

に
な
る
と
、
理
左
衛
門
の
邸
宅

に
あ

る
梅
雨

の
井

に
は
、
今

に
至
る

ま

で
水
が
湧
き
出

て
絶
え
る
こ
と
が
な

い
。

こ
う
し
て
や

っ
と
こ
の
説
話

を
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
と
対
比
さ
せ
て
み
る

段
階

に
至

っ
た
。

そ
う
す

る
と
、

こ
の

「
山
田
白
滝
説
話
」
は
、

「
忍
び
扇

の

長
歌
」

の
前
半
部
分
、
見

初

め
か
ら
男
が
殺
さ
れ
る
部
分

ま
で
に
対
応
し

て
い

る
で
あ

ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
両
者

を
比
べ

て
み
る
と
、
今
ま
で
に

気
づ

か
れ
な

か

っ
た

こ
と
で
次

の
諸
点
が
浮

か
び
上

っ
て
く

る
と
思
わ
れ
る
。

ヘ

へ

ー
、
姫
が
扇
に
長
歌
を
書
き

つ
け

る
こ
と
。

「

2
、
姫

の
争

い
脇
差

を
質

に
置
き
、
外
疵

の
膏
薬
を
売

っ
て
生
計
を
立
て

る

こ
と
Q

ヘ

ヘ

ヘ

へ

3
、
姫
が
す
す
ぎ
洗
濯
を
し
、
挿
絵

に
そ

の
場

面
と
し
て
井
戸
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
。

ヘ

へ

ー
は
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
と
表

題
に
も
採

ら
れ

て
い
る
事
柄

で
あ
る
が

、

こ
れ

は
姫
と
理
左
衛
門
と

の
歌

の
掛
け
合

い
を
下
敷
き

に
し

て
い
る
と
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
兵
庫

口
説
」

で
は
百
首

の
歌
を
詠
み
合
う

こ
と
に
な

、ρ
て
お
り
、
民
俗

芸
能
類
で
も
長

い
掛
け
合

い
に
な
る

こ
と
の
あ

る
部
分

の
よ

ヘ

ヘ

へ

う
で
あ
る
。

そ
し

て
、

ほ
と
ん
ど
が
姫

の
方
か
ら
歌
を
詠

み
か
け

る
こ
と
に
な

'

っ
て

い
る
の
も
面
白

い

一
致

で
あ
る
。

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

で
は
、
姫
か
ら
恋

の
思

い
を
長
歌

に
し

て
扇
に
書
き

つ
け

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み

る
と
、こ
の

萇

歌
L
は
、
や
は
り
靠

説
の
こ
遍

万
鬣

の
長
歌
で
は
な
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く
、
端
歌
に
対
す
る
長
歌

の
こ
と
と
思
わ
れ
て
く

る
。

つ
ま
り
、
恋

の
歌
が

歌

謡

の
長
歌
と
な
る
と

こ
ろ
に
、
話

を
現
代
風

に
語
る
と

い
う
姿
勢
が
う

か
が
、兄

る
と
思
う

の
で
あ
る
。
ま
た
2
は
、

「
山

田
白
滝
説
話
」
で
、

水
と
の
関
係

に

お
い
て
、
大
変
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
、
姫

の
守
り
刀

「
天
国

の
剣
」

と

の
関
係

を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
天
国
の
剣
」
が
質

に
置
か
れ
た
り
、
切

疵

の
膏
薬

と
結
び

つ
い
た
り
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
、
や

は
り
そ

の
表
現

の
滑
稽

化
が

印
象
づ
け
ら
れ

る
。
さ
ら

に
3

の
洗
濯

と
井
戸

の
場
面
は
、

「
山

田
白
滝
説
話
」
が

湧
井
に
ま

つ
わ
る
話

で
あ
る

こ
と
と
関

わ

っ
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
兵
庫

口
説

「
山
田
の
露
」
板
太
表
紙

に
は
、
井
戸

の
絵
が
描

か
れ

る
も

の
が
多

い
が
、

「
忍

び
扇

の
長
歌
」

で
話

の
中
心
部
分
と
も
思
わ
れ
な
い

洗
濯

の
場
が
描
か
れ
る
と

い
う
の
も
、

や
は
り

「
山

田
白
滝
説
話
」
と

の
関
連

を
考

え
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と

い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
ま
た
、

「
梅

雨

の
井
」
か
ら
洗
濯

の
場
面
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
表
現

の
現
代

化
、
滑
稽

化
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

「
山
田
白
滝
説
誰
」
は
、
話

の
前
半
部
分

に
お
い
て
、

そ
の
ス
ト
ー
り
ー
性
を
担
う
と
と
も

に
、
要
所
要
所

の
表
現
を
滑
稽
化
す

る
役

割

を
果

た
し

て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。
し

か
し
、

「
矢
都
姫
事
件
」
を
も

原
拠
と
考

え
る
本
稿

で
は
、
さ
ら
に
こ
の
上
に

「
矢
都
姫
事
件
」
が
ど
う
関

わ

っ
て
く

る

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ

こ
で
浮

か
び
上

っ
て

く

る
の
が
、
男
性

主
人

公
の
名
前
で
あ
る
。

「
山
田
白
滝
説
話
」

で
は
、

こ
れ

が
・

「
つ
い
り
り
ざ
え
も
ん

墜
栗
花
利
左
衛
門
」

(『
京
童
跡
追
』
・
『
襞

万
葉
記
』
)

晃

花
欝

だ

り

ざ

え

も
ん

え

も
ん

衛
門
」
(
『
摂
陽
群
談
』
)
「
利
左
衛
門

」
(兵
庫

口
説
)
等
と
出
て
く
る
。

西
鶴

ツ

等

の
付
合

で
は
、
「
つ
ゆ
左
衛
門
」
と
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
「世

二
栗
花

落

衛
隴

ト
称

ス
」
(
『
摂
陽
群

談
』
)
.
と
あ

る
よ
う

に
、

葮

的
に
は
そ
う
呼

(注
21
)

ぽ
れ
て

い
た
ら
し
い
。
し

か
し
同
時

に
、
「
ツ
ユ
リ
ザ

エ
モ
ン
」
「
ツ
イ
リ
ザ

エ

モ

ン
」

「
ツ
イ
リ
リ
ザ

エ
モ
ン
」
等

と
も

い
わ
れ
、
そ

こ
か
ら
、
兵
庫

口
説

の

よ
う
に

「
リ
ザ

エ
モ

ン
」
と

い
う
名
前
だ
け
が
抽
出
さ
れ

る
形

の
呼
称

も
あ

っ

へ

た

の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の

「
リ
ザ

エ
モ

ン
」
と

い
う
名
前
が
、

「
矢
都

へ

姫
事
件
」

の
家
老

「
(
浅
津
)
治
左
衛
門
」

と
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
発
音
で
あ
る

ど

い
う

こ
と
は
、
あ

る
い
は
偶
然

の

一
致
と

い
う
こ
と
だ
け

な
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、

h
山
田
白
滝
説
話
」

と
と
も

に

「
矢
都

姫
事

件
」
を
も
原
拠

と

認

め
よ
う

と
す

る
本
稿

に
お

い
て
は
、
見
逃
す

こ
と

の
で
き
な

い
事

柄
で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

へ

現
在

の
白

石
島

の
盆
踊

り
で
は
、

「
山
田
の
露
」
が

「
治
左
衛
門
」
と
し
て

へ

口
説
か
れ
て
い
る
。

正
し
く
は

「
リ
左
衛

門
」
な

の
で
あ
る
が
、
「
リ
」
と

「
ヂ
」

が
発
音
上
類
似

で
あ

る
こ
と
か
ら
起

っ
た
変
化
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
も

「
リ
ザ

エ
モ
ン
」
と

「
ヂ

ザ

エ
モ

ン
」
と

の
類
似
性
は
う
な
ず
け

る
こ
と
で
あ

る
。
従

っ
て
、
今

「
矢
都
姫
事
件
」

を
も
更

に
視
野

に
入
れ
て

「
忍
び
扇

の
長

歌
」

の
前
半
部
分
を
考
え
て
み
る
と
、

軅
譏

購

(錘

ー

姫
に
恋
莠

ー

山
田
白
滝
説
話
し

蟹

編
」

ヂ

ザ

エ
モ

ン

リ
ザ

エ
モ

ン

前
半
部

(注
22
)

と

い
う
連

想
過
程
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
井
氏

の
述
べ
る
如
く
、
大
名

の
事
件
を
そ

の
ま
ま
表
現
す

る
こ
と
は
憚

ら
れ
る
わ
け

で
あ

る
か
ら
、
そ

の
内

容

を
そ

こ
か
ら
連
想

さ
れ
る

「
山

田
白
滝
説
話
」

に
托
し
た
と
い
う
考
え
方
は

充
分

に
成

り
立
ち
う

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

即
ち
、

こ
う
考
え
て
み
る
と
、

「
山

田
白
滝
説
話
」
は
原
拠
と
称

す
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
真

の
原
拠
で
あ
る

「
矢
都
姫
事
件
」
を
托
す
る

一
種

の
中
間
項
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と
も
言
う
べ
ぎ
役
割

を
果
た
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
井
上
民

に
倣

え
ば
、
原
素
材

11
「
矢
都
姫
事
件
」
、
媒
材

11

「
山
田
白
滝
説
話
」

と
い
う

こ
と

に
な
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、

こ
の
媒

材

に
添

っ
て
進
め
ら
れ

る
わ

け

で

あ

る

が
、

し
か
し
す
べ

て
媒

材

の
ま
ま
に
話

を
進

め
た
の
で
は
、

「
矢
都
姫
事
件
」

と
異

っ
た
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
.そ
れ
は
、
.
「
矢
都
姫
事
件
」

で
ば

ヂ
ザ

エ

モ
ン
が
殺

さ
れ

て
姫
が
生
き
残
る

の
に
対
し
て
、

「
山
田
白
滝
説
話
」

で
は
、

姫
が

死
ん
で
リ
ザ

エ
モ

ン
が
生
き
残
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

少

く

と

も

「
矢
都
姫
事
件
」

の
ポ

イ

ン
ト
で
あ
る
、
男
が
殺

さ
れ
て
姫
が
生
き
残

る
と

い

う
部
分

を
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
太
文

に
残

さ
な
け

れ
ぽ
な
ら
な

い
。
そ
う

す

る
と
、
話

の
叙
述
は
、

こ
こ
で

「
山
田
白
滝
説
話
」

と
い
う
媒
材
か
ら
離

れ

て
渦
他

の
媒
材

に
移

る
こ
と

に
な
る
。

八

そ
れ
で
は
、
以
下

の
叙
述
は
何

に
托
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、

こ
れ
が
井
上
説

で
指
摘

さ
れ
た

「
中
将
姫
説
話
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
男
が
殺
さ

れ
て
姫
が
生
き
残

る
と

い
う
部
分
が

回
転
軸
と
な

っ
て
、
場
面
は

「
山
田
白
滝

説
話
」

か
ら

「
中
将
姫
説
話
」
,
へ
移

り
変

わ
る
わ
け

で
、

こ
れ
は

「
早
世
し
た

ヘ

へ

妹
」

か
ら

「
生
き
残

っ
た
姉
」
と

い
う
連
想

を
た
ど

る
わ
け

で
あ
る
。

こ
う
し

て
話

の
後
半
部
分

は
、
そ
の
叙

述
を

「
中
将
姫
説
話
」
と

い
う
媒

材

に
托

さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、

「
矢
都
姫
事
件
」

か
ら

の
連
想
は
、

鰤蕪
鑼
や

.黷
難

砺.晶

謂姫誌

韆

と
い
う
過
程
を
た
ど

る
こ
と

に
な
る

(勿

論
、

こ
れ

に
井
上
説

の
宇
陀
松

山
藩

か
ら
雲
雀
山

へ
の
連

想
も
加
わ
る
で
あ

ろ
う
)
。
「
中
将
姫
説
話
」

に

お

い

て

は
、
継
母

の
讒

訴

に
よ
り
、
不
義
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
た
中
将
姫

は
、
殿
の
命

を
受
け
た
従
者
に
殺

さ
れ
よ
う

と
す

る
が
、
結
局
助
か

っ
て
尼
と
な
る
の
で
あ

る
。

「
忍

び
扇

の
長
歌
」

の
以
下

の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る

と
考

え
ら
れ

よ
う
。

こ
れ
は
、
井
上
説

に
既

に
述
べ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、

た
だ
最
後

の
姫
君

の
言
葉
を
、
中
将
姫
末
期

の
説
法

の
滑
稽
化

と
す

る

の
は
、
如
何

で
あ

ろ
う
か
。
た
し
か

に
設
定

自
体
は
そ
う
し
た
構
成

と
も
考
え

ら
れ
る
が
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
姫
君
は
、

涙
を
流

し
て
身

の
不
義

に
あ
ら

ざ

る
事

を
訴

え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
滑
稽
化

と
す

る
の
は
や
や

当

ら
な
い
よ
う
な
気
が
す

る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

こ
こ
は
中
将
姫
が
雲
雀
山

で
殺

さ
れ

よ
う

と
す

る
場
面
を
考
え
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
家

来
が
中
将
姫

、

を
殺
そ
う

と
し
た
時

に
、
姫
が
私
は
決
し
て
不
義
な

の
で
は
な

い
と
涙
を
流
し

て
切

々
と
口
説
く
場
面
が
あ
る
。

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
姫
君
が
、
涙
を
流
し

て
訴
え

る
の
は
、

こ
の
部
分
を

ふ
ま
え
て

い
る
の
だ
と
す

る
方
が
適
切

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
古
浄

瑠
璃

『中
将
姫
之
御
本

地
』

に
、

ひ
め
君
な
み
だ
と
、
も
ろ
共
に
、
扨
く

せ
ひ
な
き
事
共
か
な
、
我
が
身

に
く
も
り
は
な
き
物
を
、
…
…
し
す

る
命

は
つ
ゆ
ち
り
程
も
、
を
し
か
ら
ね

共
、
む
じ

つ
の
ざ

ん
に
て
、
む

な
し
く
也
、
後
く

ま

で
も
人
く

の
、

あ

さ

け

り

に

な

ら

ん
事

の
、

は
つ

か
し

さ

よ
、

ま

た

、

説

経

『
中

将
姫

御
本

地

』

に
、

ひ

め

君

、

…

…

を

つ
る
泪

の

ひ
ま

よ

り

も

、

く

ど

き

こ
と

こ
そ

、
あ

は

れ

'な

れ

、

…

…

水

か

ら
、

ぜ

ん
ぜ

の
し

ゆ

く

こ

う

に

て

、
汝

が

て

に

か

エ

ら

ん

事

、

命

に
お

い
て

は

、

つ
ゆ

ち

り
程

も

、

お

し

か

ら

ね

ど
、

…

…
な

に

【25一



.
と
し

て
、
水
か
ら
は
、
父

に
て
候
人

に
は
、
す

て
ら
れ
申
そ

や
、

と
あ
る
部
分
と
、
「忍

び
扇

の
長
歌
」

の
、

我
命
お
し
む
に
は
あ
ら

ね
ど
も
、
身

の
上

に
不
義
は
な
し
、

…
…
我
す

こ

し
も
不
義

に
は
あ

ら
ず
、
…
…
と
、
泪
を
流
し
た
ま

い
、

と

い
う
部
分
が
重

な
る
わ
け

で
あ

る
。

・

も
し
滑
稽
化
と

い
う

こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
中
将
姫

の
切

々
た
る

口
説
ぎ
事

に
対
し
て
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
姫
君
が
述
べ
る
不
義

の
例
が

、
如
何

に
も

現
代
的

で
あ

る
と

い
う
点
を
挙
げ

て
は
ど
う

で
あ

ろ
う
か
。

お
の
く

世

の
不
義

と
い
ふ
事

を
し
ら
ず
や
、
夫
あ
る
女

の
、
外

に
男

を

㍉
思

ひ
、
ま
た
は
死
別
れ
て
、
後
夫

を
求

る
こ
そ
、
不
義
と
は
申
べ
し
、

こ
の
部
分
が
、
当
時
の
町
女
房

の
実
態

で
、
西
鵯
も
他

の
部
分
で
度

々
同

じ
叙

(注
23
)

述

を
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
村

田
氏

の
説
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
不
義

で

は
な

い
の
だ
と

い
う
訴
え
に
、

こ
う
し
た
現
代
風
俗

を
導

入
し

て
い
る
と
こ
ろ

が
、

一
種

の
表
現

の
滑
稽
化
と

い
う
こ
と
に
な

る
は
ず

で
あ
る
。

九

さ
て
、

こ
う
し
て
本
稿
で
は
、

「忍
び
扇

の
長
歌
」
を
、
「
矢
都
姫
事
件
」
を

原
拠

と
し
、
そ
れ
を
、

「
山
田
白
滝
説
話

」
お
よ
び

「
中
将
姫
説
話
」
と

い
う

媒
材

に
托
し

て
表
現
し
た
も

の
と
考
え
て
み
た
わ
け

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

「
山

田
白
滝
説
話
」
は
、
前
半
部
分

の
構
成
と

ス
ト
ー
リ
ー
性

を
導
き
、

「
中
将
姫

説
話
」

は
、
後
半
部
分

の
そ
れ
を
導
く
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が

叙
述
化

さ
れ
る
に
際
し

て
、
表
現

の
現
代
化
が
と
ら
れ
、

そ
こ
に
滑
稽
性
が

感

じ
ら
れ
る
と
考

え
た

わ
け

で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
滑
稽

化
と
い
う

こ
と
が
直

ち

に
主
題
に
結
び

つ
く
と

い
う
立
場
を
本
稿
は
と
ら
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、

こ

の
滑
稽
化
は
媒
材

と
の
関
係

に
お
い
て
出
て
く
る
も

の
で
あ

っ
て
、
原
素
材
と

の
関
係
か
ら
出

て
く

る
も

の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
滑
稽
化
と

い
う

こ
と
を
主
題
と
考

え
る
な
ら
ぽ
、
本
稿

に
お

い
て
は
、
原
素
材

は
あ

っ
て
も
な

く
て
も
同
じ

こ
と
に
な

っ
て
し

ま
う
。

「
矢
都
姫
事
件
」
と
い
う
原
素
材
を
考

え
た
今
、

一
篇

の
主
題

と
い
う
も

の
は
、
原
素
材
と

の
関

わ
り
か
ら
導
き
出
さ

れ

る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ

る
Q

'

.

、
-

そ
れ

で
は
、

こ
の

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

に
お
い
て
、
作
者

の
も

っ
と
も
強
調

し
た

か

っ
た
部
分
は
ど

こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
宀
.「
山
田
自
滝
説
話
」

お
よ
び

「
中
将

姫
説
話
」

と
い
う
媒
材

に
托
さ
れ

つ
つ
も
、
な
お
か

つ
原
型

を

と
ど

め
て
い
る

「矢
都
姫
事
件
」

の
部
分

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
の
で

は
な

い
か
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
不
義

の
嫌
疑

で
男
が
殺
さ
れ
る
部
分

で
あ

る
。

こ
の
部
分
は
、

「
山
田
白
滝
説
話

」
か
ら
も

「
中
将
姫
説
話
」
か
ら
も
導
き
出

さ
れ
な

い

「
矢
都
姫
事
件

」
の
部
分

で
あ

る
。
公
儀

へ
の
憚

り
か
ら
、

「
矢
都

姫
事
件
」
を
あ
ら
ぬ
事

に
し
な
し
て
表
現
し

て
も
、
な

お
か

つ
そ

の
ま
ま
残

っ

た
こ
の
部
分

に
こ
そ
、
作
者

の
主
張
が
読

み
と
れ

る
は
ず

で
あ
る
ゆ
.
そ
し
て
、

こ
の
部
分

に
気
づ
け
ば
、
あ
と
は
、

こ
の
部
分

に
対
し

て
本
文
中
に
ど
の
よ
う

な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
か
を
捜

せ
ぽ

よ
い
c
即

ち
、
男
が
成
敗
に
逢

っ
た

と
い
う
部
分

に
対
す
る
意

見
は
、
た
だ

一
つ
、
姫
君

の

「
そ

の
男
は
殺

す
ま
じ

き
物

を
」

と
い
う
言
葉
以
外

に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

一
つ
の
社
会
的
事
件
が
起

っ
た
時
、
人

々
は
そ
れ

に
対
し
て
あ
る
感

想
を
持

つ
。

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
が
、
も
し

「
矢
都
姫
事
件
」

を
原
拠
と
し

て
い
る
な

ら
ば
、

そ
の
事
件

を
あ
ら

ぬ
こ
と

に
し
な
し
て
、

た
だ
西

お
も
し
ろ

お
か
し
く

語

っ
た
と
い
う
だ
け

で
は
意
味
が
な

い
。
お
も
し
ろ
お
か
し
く
話
し
た
あ
と

で

何
か

一
つ
話

し
手

の
意
見
を
そ
れ

に
付
け
加
え
て
然

る
べ
ぎ

で
あ

る
p
・何
も
そ
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れ
は
人
間
性

の
主
張

と
か
封
建
体
制

へ
の
批
判
と
か

い
う
よ
う
な

「
文
学
」
的

な
も

の
で
あ
る
必
要

は
な

い
。
世

に
処
す

る
に
当

う
て

の
き

わ
め
て
具
体
的
な

一
つ
の
教

訓
で
あ
る
。

「
は
な
し
」
と

い
う
も
の
に
は
、

そ
う
し
た
実
用
的
な

側
面
が
あ

る
は
ず

で
あ
る
。
姫

の

「
そ

の
男
は
殺
す

ま
じ
き
物
を
」
と

い
う

の

が
、

一
つ
の
教
訓

で
あ
る

こ
と
は
、

「
矢
都
姫
事

件
」

に
関
す

る
実
録
類
を
考

慮

に
入
れ

る
と

一
層
は

っ
き
り
し
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

『
織
…田
盛
衰
記
』
(
菟
田
郷
土
資

料
第

亠
輯

の
翻
刻
本

に
拠

る
)
は
、
「矢
都

姫
事
件
」

を
次

の
様

に
評
し
て
い
る
。

譬
姫
君
治
左
衛
門

不
義
有
女

に
も

せ
よ
、

い
ゑ
ば

い
う
程
殿
様

の
御

は
じ

も
や
、
浅
津
は
七
十
近
き
、
早
く
隠
居
申
付
、
子
息

に
家
を

つ
が

せ
、
知

行
を
減
じ
候
は
ば
何
角
名

の
立
事

は
な
し
馬
若
又
不
義

の
な
き

な
ら
ぽ
害

し
其
報

い
誰
が
身

か
は
引
受

ん
㍉

建

・
金
井
氏
の
紹
介
鏤

)『翻

松
峩

軣

記
』
(天
理
図
書
靉

)
戦

此
度
治
左
衛

門
姫

君
と
不
義
あ

る
に
も
せ
よ
、
血
て
血
を
洗
ふ
諺

の
通
り
(

殿

の
恥
ゆ

へ
、
浅
津

は
七
十
近
き
身
故
、
隠
居
申
付
、

子
息

二
家

を
続

せ

其

禄
を
減

℃
給

は
父
事
隠
便

に
し
て
済

べ
し

、
若

又
不
義

の

無

事

な

ら

ぽ
ふ
む
じ

つ
に
人
を
罪
し
給
ふ
事
、
其
報
な
か
ら
ん
や
、

と
、

ほ
ぼ
同
様

の
評
文

で
あ
り
、
か
か
る
事

件
に
対

し
て
、

こ
う
し
た
見
方
を

(注
25
)

す
る

の
が
当
時

一
般

で
あ

っ
た

こ
乏
は
、
重
友

氏
が
引
用

し
た
、

『
窓

の
す
さ

み
』
第

三

(享
保
九
序
)

に
も
、

或

る
旗
本
中

の
息
女
、
家
中

の
若

士
と
密

通
し
て
、
彼
士
、
息

女
を

つ
れ

て
出
奔
し
け

る
。
主
人
御
城

に
宿
直

の
夜

な
り
け
れ
憾
、
そ

の
む
ね
書
中

に
て
達
し
け

る
に
、
帰
り
て
後
申

し
付
く

べ
し
、
随
分
穏
密

に
も

て
居
よ
と

返
答
あ
り
け
り
。
翌
朝
退
出
後
、

立
退
き

た
る
も

の
は
知
れ
け
れ
ぽ

、
偸

か

に
居
所
を
闘
き
付
く

べ
し
と
、穏
密

に
云
付
け

、
さ
て
気
分
勝
れ
ず
候
程

に
、
保

養

の
為
今

目
囃
子
申

し
付

く
べ
し
と
て
、
客

を
招
き
、
終

日
夜

ま

で
遊
び
、
三
日
続
け

て
そ

の
ご
と
く
せ
ら
れ
し
か
ば
、
世
上

に
、

よ
も
や

異
変
は
あ
る
ま
じ
と
て
、

沙
汰
す

る
も

の
も
な
く

て
止
み
け
り
。

か
く

て

つ
れ
退
き
た
る
も

の
行
衛

知
れ
け
れ
ば
、
金

五
十
両
遣

は
し
、
ま
つ
と
も

か
く
も
凌
ぎ
居

よ
、
追

つ
て
ま
た
安
く
暮

し
ぬ
る
様

に
し
て
遣
す
べ
し
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

云
ひ
や
ら
れ
け
る
。

か

エ
り
し
ゆ
ゑ
、
世

の
風
説
な
く

て
終

へ
ぬ
。
近
頃

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

事

あ
し
く
取
り
な
し

て
、
恥
を

ひ
ろ
げ

ぬ
る
も
有
り
し
。
総
て
近
年
、
貴

人

の
姉
妹
、
又
は
妻
女
な
ど
、

不
義

の
出
奔
時

々
あ
り

て
、
め
づ
ら
し
か

ら
ぬ
様

な
り

ぬ
。

(
傍
点
、
引
用
者
。
引
用
は
、

'
有
朋
堂
文
庫

に
拠

る
)

と
あ

る
こ
と

か
ら
伺
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

か
い
ば
ら

「
矢
都
姫
事
件
」
は
、

こ
れ
が
発
端
と
な
り
、

つ
い
に
は
元
禄

八
年
柏
原
藩

(注
%
)

へ
国
替

と
な

る
ま

で
に
事
件
が
発

展
す
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

の
貞
享

二

年

の
頃

は
、

ま
だ
事
件

は
そ

こ
ま

で
発
展
し
て
は

い
な
か

っ
た
が
、
男

を
殺
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
世

に
風
説
を
拡

め
た

こ
の
事

件

の
悪
し
き
処
理
方
法

を
、

お

そ
ら
く
当
時

の
多
く

の
人

々
は
あ
ま
り
適
切
と
は
思

わ
な
か

っ
た

ば

ず

で

あ

る
。

「
そ

の
男
は
殺
す
ま
じ
き
物
を
」
と
訴
え
る
作

中
の
姫

君
の
言
葉
は
、
同

時

に
ま
た
、

「
矢
都
姫
事
件
」

に
対
す

る
作
者

の
感
想

で
も
あ

っ
た
と

い
う

こ

と
が

で
き

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

十

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

に
つ
い
て
、
従
来

の
諸
説

を
整
理
し

つ
つ
、
そ

こ
に
生

ま
れ
た

一
つ
の
疑
問

に
解
答

を
与

え
る
と

い
う
か
た
ち
で
出
発

し
た
本
稿

で
あ

る
が
、

こ
こ
に
本
稿
な
り

の
結
論
を
導

き
出
す

こ
と
が

で
き
た

よ
う

に
思
わ
れ
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る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
忍
び
扇

の
長
歌
」
は
、

目
録

に
示
さ
れ
た
如
く
、
「恋

」
の

話

な
の
で
あ

る
が
、
そ

の
お
も
し
ろ
お
か
し
く
語

ら
れ
た
恋

の
話

の
中
に

一
つ

の
教

訓
を
加
え
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

不
義

の
恋

に
対
す
る
処
理
は
慎
重

で

あ

ら
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

「
山

田
白
滝
説
話

」
で
は
、
身

分

の
違
う
し
か
も
妃
に
対
す

る
恋
が
帝

の
は
か
ら
い
で
許
さ
れ
た
。

「
中
将
姫

説
話
」

で
は
、
不
義

の
嫌
疑

を
受
け
た
も

の
が
処
刑

の
命
を
帯

び
た
者

の
は
か

ら
い
で
結
局
殺
さ
れ
ず
に
す
ん
だ
。

そ
れ
な
の
に

「
忍
び
扇

の
長
歌
」
(
「矢
都

姫
事
件
」
)

で
は
、
不
義

の
(嫌
疑

を
受
け
た
)
男
を
殺
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。
ま

こ
と

に
、
事
件
を
処
理
す
る
も

の
が
、
ど

の
よ
う
な
配
慮
を
し
た
か
に
、よ

っ
て
、
事
は
隠
便

に
済

む
場
合
も
あ

り
、
ま
た
世

に
大
き
く
恥
を
拡

め
て
し
ま
う

場
合
も
あ
る
。
当
時

の
武
家
に
と

っ
て
、
こ
の
恥
を
拡

め
る
と

い
う
こ
と
こ
そ
、

も

っ
と
も
慎
し
む
べ
き

こ
と
だ

っ
た
筈

で
あ

る
。
そ
れ
を
忘
れ
て
、
不
義

と
い

・

う
眼
前

の
大
義
名
分

に
よ

っ
て
の
み
事

を
処
す

る
と

い
う

こ
と
は
、
決

し
て
適

切

な
処
理
方
法
と
は
言
え
な

い
で
あ

ろ
う
。

「
恋
」

の
事
件
に
関

す
る
、

か
よ

う

な
感
想
を
、

「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
中

に
も

り
こ
む
と

い
う

こ
と
が
、

こ
の

一
篇

の

「
は
な
し
」

の
意

図
で
あ

っ
た
と
い
え

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

こ
う
し

て
本
稿

で
は
、
「矢
都
姫
事
件
」
を
原
拠
と
し
、
「
山
田
白
滝
説
話
」

「
中
将
姫
説
話
」
を
媒

材
と
し
て
作
品
が
構
成

さ
れ

て
い
る
と

い
う
立
場

か
ら

の
読

み
と
り
を
行
な

っ
て
み
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し

こ
の
立
場
か
ら
は

「
土

器
町
」

の
地
名
を
適
切
に
説

明
す

る
こ
と
が

で
き
な

い
。
と

い
う
こ
と
は
、
や

は
り
本
稿

の
前
提

に
誤
ま
り
や
不
備
が
あ

る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

た
だ
自
ら

そ

の
誤
ま
り

に
正
解
を
与
え
る
こ
と
の
で
き

ぬ
今
、
本
稿
な
り

の
思
考
過
程
を

公
に
し

て
、
大
方

の
批
判
を
あ
お
ぐ
以
外

に
方
法
が
な

い
。
論
拠

の
不
備
、
立

論

の
強
引
さ
に
気
づ
き

つ
つ
も
、
敢
え

て
本
稿
を
草
し
た
所

以
で
あ

る
。

〈
注
>

1

「西
鶴

と
科
学
」

(改
造
社

『日
本
文
学
講
座
』
第
十
五
巻
、
昭

10

・
1
)

2

目
本
古
典
読
本

9

『西
鶴
』
研
究
篇

(昭
14

・
5
、
日
本
評
論
社
)

3

『西
鶴

評
論
と
研
究

上
』

(昭
23

・
6
、
中
央

公
論
社
)

4

岩
波
全
書
囎

『目
本

近
世
文
学
史
』

(昭
25

・
10
、
岩
波
書
店

)

5

「西
鶴
解
説

其
の
一
1

『好
色
五
人
女
』
を
め
ぐ

つ
て
ー

」

(『女
子
大
国
文
』

2
、
昭
30

・
7
)

6

「再
説

『忍
び
扇

の
長
歌
』
」

(『愛
媛
国
文
研
究
』
'8
、
昭

34

・
2
)

7

「西
鶴
諸
国
咄

二
題
」
二

(『近
世
文
学
史
の
諸
問
題
』
、
昭
38

・
12
、
明
治
書
院
)

8

日
本
古
典
文
学
全
集

39

『井
原
西
鶴
集

二
』
、
「西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
」
頭
注

(昭

48

・
1
智
小
学
館
)

の
宗
政
氏

の
要
約
に
よ
る
。

9

「西
鶴
二
題
」
⇔

(『近
世
文
芸
』

21

・
昭

48

・
1
)

10

「『忍
び
扇

の
長
歌
』
を
め
ぐ

つ
て
」

(
『日
本
文
学
』
昭
55

・
4
)

11

金
井
寅
之
助

氏

「『忍
び
扇

の
長
歌
』

の
背
景

」

12

注
10

の
向

井
氏
論
文
。

13

『桃
太
郎

の
誕

生
』、

お
よ
び

『北
国
紀
行
』
(『定
本

柳
田
国
男
集
』
第
三
巻
所
収
)

に
拠
る
。

14

へ西
鶴
連
句
私
注
ノ
ー
ト
(
二
)〉

「『独
吟

一
目
千
句
』
と
西
鶴

の
浮
世
草
子
」
(『文

学
研
究
』
46

・
昭

52

・
12
)

15

参
照
し
得

た
諸
本

は
、
大
阪
大
学
忍
頂
寺
文
庫

の
、

姫

路
せ
ん
ば
御
堂
前
灰
屋
輔

二
板

「山
田

の
つ
ゆ
」

広
嶋
中
嶋
本
町
世
並
屋
伊
兵
衛
板

「山
田

の
つ
ゆ
」

よ

エ

ほ
ま
れ

兵
庫
津
本
町
は
く
や
長
兵
衛
板

「山
田
の
っ
ゆ
代

々
の
名
誉
」

板

元
欠

「山

田
の

つ
ゆ
」

板

元
欠

「山

田
の
露
甚
九
ぶ
し
」

の
諸
本

、

ま
た

「目
本
歌

謡
集
成
」

七

所
収
本

、
臼

田
甚

五
郎
氏

「山
田
白
滝

・

5
」
(
『国
文
学
』
昭
47

・
5
)
所
収
本
等

で
あ
る
が

、
諸
所

の
細

か
な
相
違
を
除

い

【28一



て
全
体
的
に
ほ
ぼ
同

一
本
文

で
あ
る
。

16

な
お
、
・表
現
の
類
似

と
い
う

こ
と

で
は
、
後
藤
多
津
子
氏
が

「『う
た
お
ん
と

奥
州

二
つ
頭
』
考

証
」

(昭

56

・
6
、
日
本
近
世
文
学
会
春
季
大
会

口
頭
発
表
)

で
ふ
れ

た
、
ゑ
び
や
節

「奥
州

二

つ
頭
」
上

の
部
分
は
、
「
忍
び
扇

の
長
歌
」

の
最
初

の
部

分
と
大
変
類
似

し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿

で
は
歌
舞
伎
狂

言
類
と

の
比
較
検
討
に
筆

を
進
め
る
こ
と
が

で
き
な

か

ρ
た
。

17

兵
庫

口
説
に

つ
い
て
は
、
左
記

の
論
考
を
参
照
し
た
。

　

藤
田
徳
太
郎

氏
、
校
註

目
本
文
学
類
従

『近
代
歌
謡
集
』
解
説

(昭

4

・
6
、

博

文
館

)

忍
頂
寺
務
氏

「大
阪
に
於
け
る
兵
庫

口
説

に
就

て
」
(
『上
方
』
20
、
昭
7

・
8
)

山
村
太
郎
氏

「大
阪

の
盆
踊
歌
謡
兵
庫
口
説
e
～
⇔

」
(
『民
謡
研
究
』
昭
12

・

12
～
昭
13

・
5
)

島
田
清

氏

「『兵
庫
く
ど
き
』
研
究

の
思

い
出
」
(
『百
人

一
趣
』
下
巻

、
昭
21

・

12
、
土

俗
趣
味
社
)

18

現
在

の
盆
踊
り

「山
田

の
露

」
の
詞
章

は
、

嶋
村

知
章
氏

「瀬
戸
内
海
白
石
島

の
盆
踊
」
(
『民
族
芸
術
』
昭

5

・
4
)

本
田
安

次
氏

、
日
本

の
民
俗
芸
能
y
『語
リ
物

・
風
流

二
』
(昭
45
・12
、
木
耳
社
)

臼

田
甚

五
郎
氏

「山

田
白
滝

・
6
」

(『国
文
学
』
昭

47

・
6
)

柳
井
市
伊
保
庄
瓮

館
編

『喉

賍

蠡

音
頭
集
』
(羅

・
8
)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な

お
、

広
島
女

子
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
編

『芸
備
口
説
音
頭
集
』

(昭
56

・
3
、

渓
水
社
)

所
収

の

「山

田
の
露

」
の
み
は
、
詞
章
が
大
き
く
異

つ
て
い
る
。

19

左
記

の
論

考
を
参
照

し
た
。

柳

田
国
男

氏

『桃
太
郎

の
誕
生
』

関
敬
吾

氏

、『日
本
昔
話
集
成
』
第

二
部

・本
格
昔
話

1

(昭
28

・4
、
角
川
書
店

)

臼

田
甚

五
郎

氏
、
民
俗
学

の
探
訪
33
～
.40

「山
田
白
滝

i

～
8
」
(『国
文
学
』

昭

47

・
1
～
8
)

20

注

11
の
金
井
氏
論
文
。

21

な
お
、
古
浄
瑠
璃

『丹
生
山
田
梅

雨
左
衛
門
由
来
』
(東
京
大
学
霞
亭

文
庫
蔵

)
は
、

内
題

の
ふ
り
が
な
に
、
「
つ
ゆ
う
さ

へ
も

ん
」
と
あ
る
。

「
ツ
ユ
ー
ザ

エ
モ
ン
」歟
。
ま

た
、
本
文
中
に
は
、
「せ

つ
し
う
や
だ

へ.の
こ
う

り
、
に
う
の
山
田
と

い
ふ
所
に
、
つ
い

り
左
衛
門

の
ぜ
う

し
げ
ま
さ
と
て
、
ち
じ
ん
ゆ
ふ
の
ら
う
に
ん
有
、
…
…
人

の
い
Σ

や
す
き
ま

ン
に
や
、
に
う

の
山
田

の
つ
ゆ
さ

へ
も

ん
と
よ
び

し
と
か
や
」
と
あ
る
。

22

注
11

の
金
井
氏
論
文
。

23

注
6
の
村

田
氏
論
文
。

24

注
11

の
金
井
氏
論
文
。

25

注
7

の
重
友

氏
論

文
。

26
・

秋
永
政
孝
氏

「大
和
国
松
山
藩

」
(第

二
期

物

語
藩
史

第
五
巻

『近
畿

の
諸
藩

』、

昭
41

・
8
、
人
物
往
来

社
)

〈
付

記
〉

.本
稿

は
、
「
大
塚
国
語
国
文
学
会
全
国
大
会
」
(昭

56

・
9

・
23
)

お
よ
び

「
研
究

と
評
論

の
会
例
会
」

(
昭
56

・
12

・
5
)

の
口
頭
発
表

を
整
理
補
筆

し
た
も

の
で
あ

る
。
席
上
諸
氏
よ
り
様

々
の
御

注
意

を

い
た
だ
き
、
本
稿

に

生

か
す

こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
本
稿

を
成
す

に
当

っ
て
、

信

多

純

一
・

神
保

五
彌

・
村
上
省
吾

・
廣

吉
壽
彦

・
浅

川
征

一
郎

の
各
氏

に
資
料

の
閲
覧

に

つ
い
て
の
御
高
配
ま
た
資

料

に
関
し
て

の
御
教

示
を
た

ま

わ

っ

た
。
な

お
、
資
料

の
閲
覧

に
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
、

天
理
大
学
附
属
天
理
図

書
館
、
奈
良
県
立
奈

良
図
書
館
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館

、
早
稲

田
大
学
図

書
館
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館

を
利
用

さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

さ
ら
に
、
暉
峻
康
隆
先
生

の
御
指
導

お
よ
び
井
上
敏
行
氏

の
論
文

に

負

う
と
こ
ろ
が
大
き

い
こ
と
を
も
付
記
し
、
併

せ
て
厚

く
御
礼
申

し
上
げ

た

い
。

一
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