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『竹

斎
」
考

入

口

敦

志

従
来

の

『
竹
斎
』
研
究

に
お

い
て
、
古
活
字
本
と
整
版
本

と

の
本
文

の
異
同

を
重
要
視

し
て
い
る
も

の
は
多
く

は
な

い
。
井
浦
芳
信

氏
が
最
初

に

『竹
斎
』

の
本
文

の
流
動

に
着
目
し
、
両
者

の
性
格

の
違

い
を
論

じ
た
の
は
、
昭
和
十
七

年
、
『
近
世
国
文
學
』

(第

一
輯
)

に
載

っ
た

「古
活
字
本

「竹
斎
」

の
研
究
」

に
お

い
て
で
あ
り
、
決
し

て
新
し

い
こ
と

で
は
な
く
、

む
し
ろ

『
竹
斎
』
研
究

の
最
初

の
段
階

で
既

に
本
文

の
異
同

が
問
題
と
な

っ
て
い
た
と

い

っ
て
よ

い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
後

そ
れ
を

承
け
る
か

た
ち

で
研
究
を
進
め

て
い

っ
た

も

の
は
多

く
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
二
二
の
例
外
を

の
ぞ

い
た
多
く

の

『
竹
斎
』

論

は
、
古
活

字
本
に
基
づ

い
て
な

さ
れ

る
の
が
普
通

で
あ
る
が
、
実
際

に
は
整

版
本

を
も
参
照
し

つ
つ
、
両
者
を

一
緒

に
し
た
か
た
ち

で
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

た
し
か
に
、
整
版
本

は
古
活
字
本
を
改
訂
増
補
し
た
も

の
で
あ
り
、

両
者

を

全

く
別

の
も

の
と

い

っ
て
し
ま
う

に
は
抵
抗
を
感
じ
る
。

そ

の
点

か
ら
い
え
ば

整
版
本
を
参
照
し

つ
つ
、
古
活
字
本

に
基
づ

い
て

『
竹
斎
』

を
論

じ
る
と
い
う

の
も
も

っ
と
も
な

こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

の
両
者

の
間
に
す
く
な

か
ら

ぬ

相
違
が
あ
る

こ
と
も
事

実

で
あ
り
、
両
者
を

混
同

し
て
し

ま
う

こ
と

に
よ

っ
て

重
要
な

こ
と
が
見
落
と
さ
れ

て
し
ま
う
と
い

っ
た
問
題
も
生

じ
る
で
あ

ろ
う
。

そ

こ
で
本
稿

で
は
、

井
浦
氏

に
よ

っ
て
提
唱

さ
れ

た
古
活
字
本
と
整
版
本
と

の
比
較
検
討
と

い
う
方
法

に
立
ち
帰

っ
て
、
両
版
本

の
間
に
横

た
わ
る
問
題

に

つ
い
て
考

え
て
み
た

い
。

【

井
浦
氏

の
後
を
承
け

て
、
古
活
字

・
整
版

の
両
版
本
を
比
較
す
る
と

い
う
方

法

を
と

っ
て
最
初

に
目

ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
た

の
は
松
田
修
氏

で
あ
ろ
う
。

松

田
氏

は
、
古
活
字
本
と
整
版
本
と

の
間

の
、
特

に
能
役
者

の
名
寄
せ

の
異
同

に
着
目

し
て
、
古
活
字
本

の
成
立
が
元
和
七
年
か
ら
九
年

に
か
け
て
の
間
、
最

初

の
整
版
本

の
成
立

が
寛
永
三
年
か
ら
十

一
・
二
年
ま

で
の
間

で
あ
る
と
い
う

考

え
を
提
示
し
、

こ
れ

は
現
在

で
は
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
本
稿

に
お
い
て
も

成
立
年
代

に

つ
い
て
は
こ
の
説

に
し
た
が

っ
て
お
く
。

次

に
同
様

の
方
法

に
よ

っ
て

『竹

斎
』
を
論

じ
た
の
は
矢
野
公
和
氏

で
あ

る
。

矢
野
氏

は
古
活
字
本
か
ら
整
版
本

へ
の
改

訂
増
補

に
、
『
竹
斎
』
の
作
者

の
置
か

れ
た
立
場

の
反
映
を
見
い
だ
そ
う
と
試

み

て
い
る
。

そ
れ

は
、
矢
野
氏

の
言

に

よ
れ
ば
、

古
写
本

『竹
斎
東
下
』

と
整
版
本
と

の
相
違
点
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ

っ
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て
、

作
者

の
託
し
た
も
の
が
何

で
あ

っ
た
の
か
を
探

る
こ
と
か
ら
始
め

た

い
と
思
う
。

と

い
う
意
図

の
も
と

に
、
『竹
斎
』

に
お
い

て
は
、

批
判
を
内

に
秘
め
た
竹

斎
像

が
、
整
版
本

に
於

い
て
最

も
洗
練

さ
れ
た
形

を
持

っ
て
登

場
す
る

と

い
う
結

論
を
導

き
出
し

て
い
る
。
そ

の
論

証
の
方
法

は
相
当

の
説
得
力
を
備

え

て
い
る
も

の
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、

矢
野
氏

が
根
幹

に
か
か
わ
る
所

で
見

落
と
し

て
い
る
問
題
、
あ
る

い
は
読
み
ま
ち
が

っ
て
い
る
個
所

が
あ
る
。

そ
れ

ら

の
こ
と
は
、
矢
野
氏
だ
け

で
は
な
く
今

ま

で
の

『竹
斎
』

研
究

に
お
い

て
も

看
過
さ
れ
る
傾
向

に
あ

っ
た

こ
と
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

矢
野
氏

の
論

の
問

題
点
を
検
討
す
る

こ
と
が
、
そ

の
ま
ま
現
在
ま

で
の

『竹
斎

』
論

の
問
題
点

を

検
討

す
る

こ
と

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、

こ
こ
で
は
矢

野
氏

の
論

に

即
し

て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
、
そ

こ
に
あ
る
問
題
点

を
掘
り
起

こ
し

て
お

き
た

い
。

矢
野
氏
は

批
判
を
内

に
秘
め
た
竹
斎
像
が
、
整
版
本

に
於

い
て
最
も
洗
練

さ
れ
た
形

を
持

っ
て
登
場

の
す

る
の
は
、
既

に
見
た
通
り

で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
は
、

自
虐

に
よ

っ
て
世

の
中
を
調
刺
す
る
と

い
う

ス
タ
イ

ル
が
、

整
版
本

に
於

い
て
突
如
と
し

て
生
み
出
さ
れ
た
と

い
う

こ
と
を
意

味
し
は
し
な
い
。
京

内
参
り

の
後

に
付
加
さ
れ
た
二

つ
の

エ
ピ

ソ
ー
ド
と
数

ヶ
所

の
文
章

の
異

同
を
除
け
ば
、
細
か

い
字
句

の
相
違
は
見
ら
れ
る
も

の
の
ス
ト
ー
リ
ー
的

に
は
何
ら
異
な
る
所

の
な

い
古
写
本

に
、
そ
う
し
た
発

想
が
潜

め
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
不
自
然

で
あ
る
。

恐
ら
く
そ
れ
は
、

仮

に
萌
芽
的

な
も

の
で
あ

っ
た

に
し
ろ
、
当
初

か
ら
こ

の
作
品

に
備

わ

っ

て
い
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
言

っ
て
い
る
。
た
し
か

に
、
「
二

つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
数

ヶ
所

の
文
章

の
異
同

を
除
け
ば
、
」
「
ス
ト
ー
リ

ー
的
に
は
何
ら
異
な
る
所
」
は
な

い
し
、
多
く

の

『
竹

斎
』
論
も

こ
の
よ
う
な
考
え
方

に
基

づ

い
て
、
古
活
字
本
を

用
い
て
い
る
の
で

あ

ろ
う
。
し
か
し
、
ス
ト
ー
リ

ー
に
直
接

は
関
わ

っ
て
こ
な
い
小

さ
な
異
同
も
、

矢
野
氏

が
論
証

に
使
用
し

て
い
る
異
同
と
同
じ
程
度

に
は
重
要

で
あ
る
し
、
更

に
、
も

っ
と
些
末
な
、
小
さ
な
異
同

に
も
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
些
末
な
異

同

で
あ

る
か
ら

こ
そ
重
要
な
問
題
を
孕
ん

で
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
の
で
は

な

い
か
。

こ
の
よ
う

に
、
矢
野
氏

は
ま
だ
問
題
に
な
り
う
る
異
同

を
見

過
ご

し

て
い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う

の
が
第

一
の
問
題
点

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
小

さ
な
異
同

を
検
討
し

て
み
る
と
、
矢
野
氏

の

『
竹
斎
』

に
対

す
る
世

の
中

へ
の

調
刺
と

い
う
読

み
方
も
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な

い
か
と
考

え
ら

れ
る
。

第

二
点

は
、
古
活
字
本

の
作
者
と
整
版
本

の
改
訂
増
補
者

の
同

一
視

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
矢
野
氏

に
限
ら
ず
、
今
ま

で
の

『
竹
斎
』
研
究

に
あ

て

は
ま
る
こ
と
で
あ

る
が
、
積
極
的

に
同

一
の
人
物
だ
と
し
な

い
ま

で
も
、

そ

の

点

に

つ
い
て
は
言
明
を
避

け
た
ま

ま
に
し

て
論
じ

て
い
る
も

の
が
多

い
。

『
竹
斎
」

の
作
者

に

つ
い
て
は
、
笹
野
堅
氏
が
指
摘
し

て
い
た
磯
田
道
冶

と

い
う
説

を
、
野
間
光
辰
氏

が
富
山
道
冶
と
訂
正
し

て
以
来
、
富
山
道
冶
説

が

一

般
的

に
な

っ
て
い
る
。
富
山
道
冶

は
天
正
二
年

に
伊
勢

に
生
ま
れ
、
曲
直
瀬

玄

朔

に
医
学

を
学

ん
だ
あ
と
、
江
戸

に
開
業
し
、
寛
永
十

一
年

に
五
十

一
歳

で
没

し
た
と
い
・%

さ
き

に
紹
介
し
た
松
田
修
氏

の
推
定

に
よ
れ
ば
整
版
本

の
成
立

の
下
限

が
寛
永
十

二
年
と

い
う

こ
と
な

の
で
、
道
冶
自
身
が
整
版
本
出
版

の
際

に
手
を
加

え
た
と
考

え
る
こ
と
も
可
能

で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
よ
う
に
作

者

と
目

さ
れ
る
人
物

の
生
存
年
代
と
整
版
本
が
ほ
ぼ
符
合
し

て
い
る
た
め
に
、

古
活
字
本

の
作
者
と
整
版
本

の
改
作
者
と
が
同

一
人
物

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
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が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
在

で
は
あ
ま
り
問
題

に
は
な
ら
な

い
が
、
『
竹
斎
』
の
作
者

に

つ

い
て
は
富
山
道
冶
説
以
前

に
い
く

つ
か

の
説
が
存
在
し

て
い
る
。
そ

の
作
者
説

を

み
て
お
き

た
い
。

も

っ
と
も
早

い
も

の
は
、
寛
文
十
二
年

の

『
竹
斎
は
な
し
』
上

の
第
十

三
話

「
竹
斎
俗
人

の
時
山
本
又
右
衛
門
と

い
う
事
」

と

い
う

一
つ
の
咄

で
あ

る
。
咄

の
内
容
は
、
名
前
を
問
わ
れ

て
名
字

を
忘

れ
た
竹
斎

が
、

か
え
る
が
水

の
中

に

ど
ん
ぶ
り
と
飛
び
込
む
の
を
み
て
、
自
分

の
名
前

を
ど

ん
ぶ
り
又
右
衛
門
と
答

え
、

さ
ら
に
そ
の
文
字
を
聞

か
れ
て

「か

い
る
水

へ
入
と
か
く
」
と
返
答
す
る

と
い
う
笑

い
咄

で
あ

る
。

こ
の
咄

は
、
ど

ん
ぶ
り
又
右
衛
門
咄
を
竹
斎

に
仮
託

し
て

『竹
斎

は
な
し
』

の

一
編
と
し

て
加

え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、

こ
れ
を

も

っ
て
す
ぐ

に

『
竹
斎
』

の
作
者
と
言
う
わ
け

に
は

い
か
な

い
が
、

極
早

い
時

期

に

こ
の
よ
う
な
咄

が
成
立
し

て

い
る
こ
と
は
注
目

し

て
お

い
て
よ

い
だ

ろ

う
。次

は
、
貞
享
二
年

刊

の
円
瓢
子
と

い
う
人
物

の
手

に
な
る

『竹
斎
療
治
之
評

判
』

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
具
体
的

な
名
前

は
出

て
こ
な
い
の
だ

が
、
作
者

が
ど

の
よ
う
な
人
物

で
あ

っ
た
か
に

つ
い

て
の
記
述

が
あ

り
、

そ
れ

は
次

の
よ
う
な

も

の
で
あ
る
。

療
治

の
品

　
＼
を
見

る
に
、

た
ゴ
世
常

の
人
と

は
見
え
ず
。
さ
れ
ば
竹
斎

と

い
ふ
名

の
あ

り

て
の
事

か
、

又

は
実

名
を
か

く
し

て
の
事
か
と
有

増

し
れ

る
人

に
た
つ

ね
問

ぬ
れ
ば
、

い
か

に
も
能
医
者

に
て
、
何

の
な

に
が

し
と
申
し
た

る
人
と

い
ふ
か
た
あ
り
。
又
学
文
を
も
よ
く

つ
と
め
た
る
医

者

に
て
療
治
は
し
か
も
上
手
な
り
し
が
、
す

こ
し
思
ひ
よ
り
の
下
心

あ
り

て
、
此
草
子
書
れ
し
と
語
る
人

も
有
。

こ
の
記
述

に
よ
れ
ば
、

貞
享

二
年
当
時

「有
増

し
れ

る
人
」

の
あ

い
だ

で
さ

え

『
竹
斎
』

の
作
者

に

つ
い
て
は
は

っ
き
り
と
は
わ
か
ら
ず
い
く

つ
か
の
説

が

あ

っ
た
よ
う

に
も
み
え
る
。

さ
ら
に
、
中
村

富
平

の

「
弁
疑

書
目
録
」

(宝

永
六
年
)

で
は
、
鳥
丸
光
広

の

著
作

と
し

て

『竹
斎
』

が
あ
げ

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
説

が
あ

る
か

ら
と

い

っ
て
富
山
道
冶
説
を
否
定
し
よ
う
と

い
う

わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
、
富
山
道
冶
説
以
前

に
、
し
か
も

『竹
斎
」

に
近

い
時

期

に
こ
の
よ
う
な
説
が
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
は
無
視

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か

と

い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。
特

に

『竹
斎
』

そ

の
も

の
に
関

し
て
の
著
作

で
あ

る

『
竹
斎
療
治
之

=評
判
』

に
お
い

て
、
具
体
的
な
人
名

が
あ

が

っ
て
い
な

い
ば

か
り
か
作
者

に

つ
い

て
い
く

つ
か
の
説

が
あ

っ
た
よ
う

に
み
え

る
こ
と

は
注
目

す

べ
き
点

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
は
、

そ
れ
が
古
活
字
本

の
作
者
と
整
版
本

の

改

訂
者

と
が
別
人

で
あ

っ
た
こ
と
か

ら
生
じ

て
い
る
と
ま

で
は
い
う

こ
と
が
出

来

な
い
が
、
何
か
作
者
説
を
混
乱
さ
せ

る

よ
う
な
事
情
が

『
竹
斎
』

の
成
立

の

裏

に
あ

る
の
で
は
な

い
か
と
も
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
古
活
字
本

の
作
者
と
整
版
本

の
改
訂
者

と
が
同

一
人
物

で

あ

る
と

い
う

こ
と
を
前
提

に
し

て
し
ま

っ
て
論

を
進
め

る

の
は
危
険

で
あ

ろ

う
。
そ

こ
で
最
初

に
作
者
と
改
訂
者

の
問
題
に

つ
い
て
考

え

て
み
た
い
。

二

 

古
活
字
本

の
作
者

と
整
版
本

の
改
訂
者
と
が
別
人

で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
、
既

に
触
れ

て
い
る
も

の
が
あ

る
。

一
つ
は
最
初

に
ふ
れ
た
井
浦
芳

信
氏

の
論
文

で
あ

り
、
も
う

一
つ
は
松
村
博
司
氏

の
論

文

で
あ
る
。
松
村
氏

の

も

の
は
、

そ
の
こ
と

に

つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
注

の

中

で
整
版
本

の
増
補

に

つ
い

て
触

れ
た
後

で
、
「
原
作
者

と
と
も

に
改
訂
増
補
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者

に
対
し

て
も
興
味

が
持

た
れ
る
。
」
と

し
て
お

り
、
改
作
者
が
別
人

で
あ
る
と

考
え

て
い
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

井
浦
氏

は
、
整
版
本

で
の
改
訂
を
具
体
的

に
検
討
し

て
、

こ
の
自
由

な
改
変

の
態
度

に
は
、
或

は
古
活
字
版

の
作
者
ー
原
作
者
が
整

版
本
上
梓

に
際

し
自
か
ら
筆

を
加

え
た
も

の
か

と
思

は
せ
る
も

の
が
あ

る
。

と
し
な
が
ら
も
、

最
終
的

に
は
、

畢
寛
作
者

を
光
広

以
外

と
し

て
も
改
作

は
別
人

の
加
筆
と
す

べ
き

で
あ
ら

う
。

と
結
論

し

て
い
る
。
井

浦
氏
も

結
論
を
出

し

て
は
い
る
も

の

の
、

い
ま

一
つ

は

っ
き
り
し
な

い
。

そ
こ
で
、

こ
の
点

に
関
し

て
検
討
し

て
み
た

い
。

田
中
伸
氏

は
、
古
活
字
本
と
整
版
本
と

に
、
道
行
文

の
中

に
そ
れ
ぞ
れ
地
名

の
順
序
を
取

り
違

え
て
い
る
部
分
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

そ
れ
は
、

八
橋

を
は
さ
ん
だ
前
後

の
部
分
だ
け

に
集
中
し

て
い
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

田

中
氏

に
よ
る
と
、

古
活
字
本

で
は
岡
崎
「
赤

坂
「

吉
田
「

二
川

の
あ
と
に
八
橋

の
叙
述

が
あ

る
が
、
八
橋

は
岡
崎

よ
り

一
つ
手
前

の
池
鯉
鮒

の
、
東

北
に
当

る
処

に
あ

り
、
大
き
な
錯
誤

で
あ

る
。
寛
永
整
版
本

で
は
、

一
応
池

鯉
鮒

の
次

に
お

(
マ
マ
)

か
れ
が
、

そ
の
後

に
、

入

日
の
色

は
赤
坂

の
末
は

い
つ
く
と
人
間
は
は
、
露

と
答

え
て
岡
崎

の

宿
を
過
ぐ
れ
ば
、
程
も
な
く
吉
田

に
早
く

つ
き

に
け
り
。

と
地
名

の
順
序
を
と
り
違
え

て
い
る

の
で
あ

る
。

と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
果
た
し

て
こ
の
部
分

の
地
名

の
順
序

は
ま
ち
が

っ
て

い
る

の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
古
活
字
本

の
本
文
か

ら
み
て
み
る
と
、

こ
こ
で
問
題

に
な
る

の
は
、

「
二
川
」

と
い
う
地
名

で
あ

る
。
田
中
氏

は
二
川
と
と

っ
て
い
る
し
、
日
本
古

典
全
書

の
翻
字

に
お
い
て
も

二
川
と
な

っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
古

典
文
庫

と

岩
波
文
庫

の
古
活
字
本

の
翻
字

で
は
、
そ

の
二
川

の
と

こ
ろ
は
三
川
と
な

っ
て

い
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
近
世
文
藝
資
料
所
収

の
古
活
字
本

の
影
印

を
み
て
み

る
と
、
た
し
か

に

「
三
川
」
と
な

っ
て
お
り
、
古
写
本

『
竹
斎
東
下
』

で
も

「
ミ

か

ハ
」

と
な

っ
て
い
る
。

次

に
京

か
ら
江
戸

へ
向
か

っ
て
の
こ
の
辺
り

の
実
際

の
地
名

の
順
序

と
、
古

活
字
本

と
整
版
本

の
そ
れ
ぞ
れ

に
で
て
く

る
地
名
を
出
現
順

に
並

べ
て
み
る
。

○
実
際
の
順
序

鳴

海

池

鯉

鮒

八

橋

岡

崎

(藤

川
)

赤

坂

(御

油
)

吉

田

二

川

o
古

二 八 三 吉 赤 岡 鳴 活
字
本川 橋

川 田 坂 崎 海

菌多

○
整
版
本鳴

海

池

鯉

鮒

八

橋

赤

坂

岡

崎

吉

田

二

川

実
際

の
並
び
方

で
は
吉
田

の
次

に
二
川
と
な
る
。

お
そ
ら
く

日
本
古
典
全
書

の
野
田
壽
雄
氏
や
田
中
氏
は
、
占

活
字
本

の

「
三
川
」
を

「
二
川
」

の
誤
り

で

あ
る
と
と

っ
て
い
る

の
で
あ
り
、

そ
う
と
れ
ば
、

そ
の
部
分
ま

で
は

一
応
実
際

の
並
び
方
と

の
間

に
矛
盾

は
な
く
な
る
。

た
だ
し
、

こ
の
場
合

で
も
、
田
中
氏

の
指
摘

に
あ
る
よ
う
に
、
実
際

に
は
池
鯉
鮒
と
岡
崎

の
間

に
あ

る
は
ず

の
八
橋

の
記
事

が
二
川
の
あ
と
に
く
る
こ
と
に
な

り
、
大
き
な
錯
誤
が
あ
る

こ
と

に
な

る
。

ま
た
、
八
橋

の
あ
と

に
も
う

一
度

二
川
が
出

て
き

て
お
り
、

こ
の
地
名

が

「4「



重
複
す
る
と

い
う

こ
と
も
お
か
し
な
点

で
あ

る
。

で
は
、

「
三
川
」
を
素
直

に

「
三
川
」
と
と

っ
て
み
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

「
三
川
」

と
と
れ
ば
、

こ
れ

は
宿
駅

の
名
前

で
は
な
く

「
三
河
」
と

い
う
国
名

だ

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ

こ
で
次

に
古
活
字
本

の
本

文
を
あ
げ
、

「
三

川
」
を

「
三
川
」
と
と

っ
て
矛
盾
な
く
読
め
る
か
ど
う
か
検
討

し
て
み
た
い
。

0
さ

て
、
げ

か
う
道

に
も

な
り
ぬ
れ
ば
、
け
ふ

の
日
も
、
は
や
暮

れ
は
ど
り
、

あ
や
し
め
ら
る

ゝ
、

た
び

の
み
ち
何

と
な
る
み
の
、

は
ま
ち

ど
り
、
あ
か

つ
き
が
た

の

一
声

は
、

た
び
ね
の
夢

や
さ
ま
す
ら

ん
、
し
よ
ぎ
や
う
む
じ

や
う

の
、
か
ね
の
こ
ゑ
、

つ
み
ほ
こ
ろ
ぶ
る
、

み
の
り
と

は
、
た
れ
お
し

へ
て
や
、
し

ら
玉

か
、
何

ぞ
と
人

の
、
と

ひ
し
と
き
。
露
と

こ
た

へ
て
、

お
か
ざ
き
の
宿

に
も

は
や
く
、

つ
き

に
け

り
、
入

日
の
色
は
、
あ
か
さ
か

の
、
あ
す

の
日
は
、

よ
し
だ

の
し
ゆ
く
、

い
ま
ぞ
三
川

に
、

つ
き

に
け
り

(
こ
こ
で
八
橋

の
記
事

・
省
略
)

五

つ
六

つ
七

つ
八

つ
は
し
わ
た
り
き

て

す

ゑ
は
九

つ
と
を
た
う
み
と

い
ふ

な
を
行
末
は
、

と
を
た
う
み
の
、

わ
け
ま
よ
ひ
た
る
道
柴

に
、

お
き

そ
ふ

露

の
玉
手
箱
、
ふ
た
川
し
ゆ
く
を
立
出

て
、
み
ち
く

る
女

の
有

り
け
る
に
、

浜
名

の
橋
は
い
つ
く
そ
と
、

と

へ
ど
こ
た

へ
ぬ
き
し

よ
く
、

ぶ
し
ほ
に
ご

15

そ
は
、
見

え
に
け
り

記
述
を
追

っ
て
い
く
と
、
鳴
海
を
早
朝
出
発

し
て
岡
崎

に

一
旦
着

い
て
い
る
。

そ

の
後

の
赤
坂

・
吉

田
は
、
「
あ
す

の
日
は
」
と
あ

る
こ
と
か

ら
、
実
際

に
旅
を

し

て
い
る
の
で
は
な
く
明

日
の
道
行

の
先
取

り
を
し

て
い
る

こ
と
と
と
れ
る
。

そ
し
て
岡
崎

に
着

い
た

こ
と
、
明

日
は
三
河

の
国
内

の
赤
坂

・
吉
日
を
旅
す
る

こ
と
を
含
め

て
、

い
ま

こ
そ

「
三
河

の
国
」

に
着

い
た

の
だ
。

と
い
う
確

認
を

し
て
い
る
と
と
れ
ば
、
「
三
川
」
は

こ
の
ま
ま

で
矛
盾

し
な

い
。

で
は
ど
う
し

て
、
わ
ざ
わ
ざ
明

日
の
道
行
を
先
取

り
し

た
り

三
河

の
国

に
着

い
た

こ
と
を
確

認
し
た
り
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
の
だ

ろ
う
か
、

一
つ
は
、

八
橋

の
記
事
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め

で
あ
ろ
う
。
八
橋

の
旧
跡

は
池
鯉
鮒

に
近

い
の
で
あ

る
が
、
岡
崎
か
ら
引
き
返
し
た
と
し

て
も
そ

う
不
自
然

で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
。
そ

の
た
め
に
作
者

は
本
来

な
ら
鳴
海
と

岡
崎

の
間

に
来
る

べ
き
池
鯉
鮒
を
省

き
、

岡
崎

に

「
は
や
く
」
着

い
た
と

わ
ざ

わ
ざ

こ
と
わ

っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
そ
れ
と
照
応
す

る
よ
う

に
鳴
海
を
早
朝
に
出

発
す
る
設
定

に
な

っ
て
い
る
。

も
う

一
つ
は
、

八
橋

の
場
面

で
、
最
後

に
に
ら
み
の
介
が

「
す

ゑ
は
九

つ
と

を
た
う
み
と

い
ふ
」

と
い
う
狂
歌
を
詠
む
設
定
と
関
わ

っ
て
い
る

の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
八
橋

で
こ
の
行
く
末

は
遠
江
と

い
う
歌
を
詠
ん

で
お
き

な
が
ら
、

そ
の
後

に
三
河

の
国
内

で
あ
る
赤
坂

・
吉
田
辺
り
を
旅
し
続

け

て
い

る
こ
と
を
書
く

の
は
都
合
が
悪
か

つ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ

こ
で
、

八

橋

の
前

で
三
河

の
国
内

の
道
中
を
明
日

の
先
取
り
と
い
う

こ
と
で
ま
と
め
て
、

「
今
ぞ
三
川

に
、

つ
き

に
け
り
」

と
確

認
し

て
お
い
た
の
だ
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
の
際
岡
崎
辺
り

で
、
次

の
日

の
道
行

の
先
取

り
を
す

る
の
は
、

八
橋
を

こ
の

場
所

に
い
れ

て
不
自
然

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
配
慮

で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
実
際

に
八
橋

で
の
に
ら
み

の
介

の
狂
歌

の
後

は
、
三
河

の
国
最
後

の
宿
駅

で
あ
る
二
川
か
ら
道
行

が
始

ま
り
、
す

ぐ
に
遠
江

の
国

に
入

る
と

い
う
設
定

に

な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、

こ
の
部
分

に
は
に
ら
み

の
介

の
狂
歌
を
挿
入
す

る
た
め

の
古
活
字
本

の
作
者

の
工
夫

の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
別

の

見
方

を
す

れ
ば
、
実
際

の
地
名

の
並
び
方
を
変
え

て
ま

で

つ
じ

つ
ま
を
合

わ
せ

よ
う
と
し

て
い
る
の
は
、
『
竹
斎
』
の
こ
の
東
海
道
下
り

の
道
行

の
部
分

が
実
際

の
旅

の
経
験

に
即
し

て
書
か
れ
た
と

い
う
よ
り
も
、
八
橋

の
よ
う
な
名
所

で
の
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咄

が
さ
き

に
あ

っ
て
、

そ
れ
ら
を
道
行
文

で

つ
な
ぐ
か
た
ち

で
作
ら
れ
た

こ
と

を
示
唆

し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ

の
問
題

に

つ
い
て
は
触
れ
な

い
。

で
は
次

に
整
版
本

で
の
改
訂
を
検
討
し

て
み
る
。

ま
ず
、

前

に
引

用
し
た
古

活
字
本

の
本
文

に
該
当
す

る
整
版
本

の
本
文
を
引
用
す
る
。

▽
さ

て
、
げ
か
う
だ
う

に
も
、
な
り
ぬ
れ
ば
、
け
ふ

の
日
も
、
く
れ
は
ど
り
、

あ
や
し
め
ら
る

ゝ
、
た
び

の
道
。
な

に
と
な
る
み

の
、

は
ま
千

ど
り
。
友

よ

ぶ

こ

ゑ

の
、

し

ば

く

に
。

か

り

ね

の
ゆ

め

や
、

さ

ま
す

ら

ん
。

日
も

ふ
け
行
、
か
ね

の
こ
ゑ
、
ま
よ
ひ

の
雲
を
う
ち

は
ら
ふ
。
ち

り
う
の
七

ゆ

く

に
、
け
さ

つ
き

て
、

し
ば
し
は

こ
ゝ
に
、

や
す

ら
ひ
て
、

け
ふ
の
日
か

げ
も
、
程
な
く

て
、
七

つ
の
こ
ろ
か
、

八
は
し
の
。

さ
は
べ
に
、

は
や
く

つ
き

に
け
り
。

(
こ
こ
で
八
橋

の
記
事
。
省
略
)

五

つ
六

つ
七

つ
八

つ
は
し
わ
た
り
き

て

す
ゑ
は
九

つ
と
を
た
う
み
と
い
ふ

さ

て
、

こ
し
か
た
の
跡

を
み
れ
ば
、
入

日
の
い
ろ
は
、
あ
か
さ
か

の
。
す

ゑ
は

い
つ
く
と
人

間
は
ゴ
、
露

と

こ
た

へ
て
、
を
か
ざ
き

の
。
し

ゆ
く
を

す
ぐ
れ
ば
、
程

も
な
く
、
よ
し
田
に
は
や
く
、

つ
き

に
け

り
。
こ
よ

ひ
は
、

こ
ゝ
に
か
り
ね
し
て
。
な
を
行
す

ゑ
は
、
と
を
た
う
み
、
。
わ
け
ま
よ

ひ
た

る
、

み
ち
し
ば

の
。

う
ち
ぢ

る
露

の
、

た
ま

て
ば

こ
。
ふ
た
川

の
し
ゆ
く

を
立
出

て
。

み
ち

く
る
女

の
あ

り
け

る
に
。
は
ま
な

の
は
し
は

い
つ
く
そ

と
。

と

へ
ど

こ
た

へ
ぬ
、

そ
の
き
し

よ
く

は
。
ぶ
し
を

に
こ
そ
は
、

み
え

に
け
れ
。

こ
こ
で
は
、
先

に
示
し
た
地
名

の
対
照
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
地
名

を

実
際

の
順
序
ど
お
り

に
並

べ
変
え
よ
う
と

い
う
意

図
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
道
行

に
池
鯉
鮒

を
詠

み
込

み
、

そ
の
後

に
順
序

は
間
違

っ
て
い
る
が
、

赤
坂

・
岡

崎

・
吉

田
と
た
ど

っ
て
遠
江

に
入

る
よ
う

に
し

て
い
る
。
そ

の
際
、
や
は
り
記

述

が
ち

ぐ
は
ぐ

に
な

る
の
で
、
八
橋

の
後

に

「
こ
し
か
た

の
跡
を
み
れ
ば
」

と

い
い
、
遠
江

に
入

る
前

に
も
う

一
度

「
な
を
行
す
ゑ
は
」
と
い
う
言
葉

を
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
お
り
、
古
活
字
本

の
記
述

に
較

べ
る
と
整
版
本

の

方

は
か
な

り
混
乱
し
た
も

の
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

も
と

の
本

で
か
な
り
す

っ
き
り
と
書
か
れ

て
い
た
も

の
を
、
作
者
自
身

が
わ

ざ
わ
ざ
混
乱
し
た
か
た
ち

に
改
訂
す
る

こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

と
す

れ
ば
、

こ
の
部
分

の
改
訂
か
ら
み
る
と
古
活
字
本

の
作
者

と
整
版
本

の
改
訂
者
と

は
や

は
り
別

の
人
物

で
あ
る
と
考
え
る
方

が
自
然

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
前

に
述

べ
た
よ
う

に
、
近
世

の
初
期

に
お
い
て
既

に

『
竹
斎
』

の
作

者
説
が
定
ま

っ
て
い
な
か

っ
た
事

を
考

え
合

わ
せ
て
み
る
と
、

こ
の
よ
う
な
整

版
本

で
の
改
訂

の
事
情

が
そ

の

一
因

で
あ

つ
た
と
想
像
す

る

こ
と
も

で
き

よ

う
。で

は
次

に
、
以
上

の
よ
う
な
古
活
字
本

の
作
者
と
整
版
本

の
改
訂
者

の
問
題

に

つ
い
て
、
整
版
本

で
の
改
訂
態
度

と
か

ら
め

て
も

う
少
し
具
体
的

に
み

て
み

た

い
。

三

井
浦
芳
信
氏

は
整
版
本

で
の
改
訂

に

つ
い
て
、
そ

こ
に
教
訓
的
態
度
や

一
般

化

と
敷
術
を
試

み
る
態
度
を

み
と
め

て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
京

内
参
り

の

北
野

で
の
連
歌

の
滑
稽
な

や
り
と
り

の
あ
と

で
、

▽
連
歌

に
か
ぎ
ら
ず
。
が
く
だ
う
は
、
た

ゴ
く

、
人
に
物

を
と
ひ
給

へ
。

 と

ふ
に
、
そ
ん
は
な
し
。
し
か
も
、
人

に
物

を
と
ひ
給

ひ

て
こ
そ
は
、

ま
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さ
し
く
、

三
が
い
の
だ
う
し
と
は
、
成
給

ふ
な
り
。

(以
下
省
略
)

と

い
う
具
合

に
、
連
歌
と

は
直
接
関
係

の
な

い
学
道
論

を
え
ん
え
ん
と
続

け

て

い
る
と

こ
ろ
な
ど
に
現
れ

て
い
る
。

さ
ら

に
、
名
古
屋

で
の
療
治

の

一
場
面

で
は
次

の
よ
う
な
改
訂
増
補

が
行
わ

れ

て
い
る
。

○
あ
ま
り
に
、

む
ね
ん
に
思

ひ

つ
ゝ
、

一
首

の
う
た
を
ぞ
、

よ
み

に
け

る

あ
し
な
く

て
い
か
に

の
ぼ
ら
ん
ざ

し
き

ま
で

く
す

し
の
み
ち

は
た

つ
し

や
な
れ
ど
も

▽
た
れ
か
よ
み
け
ん
寄

に
、

㍗

か
み
そ
り

の
は
よ
り
も
う
す
き
ゑ
り
を
き

て

く
び

の
き
れ

ぬ
は
ふ
し
ぎ
な
り
け
り

を
あ
し
な
く

い
か

に
の
ぼ
る
ぞ
ざ
し
き
ま

で

く
す
し

の
み
ち
は
た

つ
し
や
な
れ
ど
も

ま

こ
と

に
、
ひ
ん
は
、

し
よ
だ
う
の
さ
ま
た
げ
。
あ

み
だ
も
、
ぜ

に
程

ひ

か

る
ゆ

へ
な
り
。

こ
の
名
古
屋

の
咄

で
は
、
古
活
字
本

で
は
竹
斎
が
詠

ん
だ

こ
と

に
な

っ
て
い

る
歌
が
、
「
た
れ
か
」
と
い
う
よ
う

に
竹
斎
以
外

の
誰
か
が
詠

ん
だ

こ
と

に
変
え

ら
れ
、

さ
ら
に
新
し

い
狂
歌

が
加
え

ら
れ

て
い
る
。

こ

こ
で
も
竹
斎

の
咄

で

あ

っ
た

も

の
が
敷
術

さ
れ
、
貧

乏

に
対
す

る

}
般
論

に
な

っ
て
し
ま

っ
て
お

り
、
同
時

に
竹
斎
か

ら
離
れ

て
い
く
と

い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
竹

斎
と

い
う
人
物

に
対
す

る
興
味

の
薄

れ
と

い

っ
て
も
い
い
。
そ

の
よ
う
な
例

を

い
く

つ
か
あ
げ

て
お
く
。

1
0
此
竹
斎
も
、

}
し

ゆ

つ
ら
ね
ば
や
と
お
も

ひ
、
い
か
に
も
、

だ
び
た
る

こ

ゑ
を
あ
げ

て

そ
こ
も
と
に
ち
ん
ぴ
か
う
ふ
し
め
す
ま

ひ
か

わ

づ

ら

ひ

あ

ら

ば

や

が

て
な

を

さ

ん

▽
此

ち

く

さ

い
も

、

一
し

ゆ

(歌

は
占

活

字

本

に
同

じ
)

2
0

去

程

に
、

ち

く

さ

い
宿

に
あ

り

あ

ひ

て
、

折

ふ

し
、

冬

の
事

な

れ

ば

、

や

ぶ
れ

か

み

こ

に
、

ぬ

の
う

ら

つ
け
、

帯

は

も

め

ん

の

ま

る
く

け

に
、

い
か

に
も
、

ふ

と

く
、

く

け

た

る
を

、

む

す

び

め

う

し

ろ

に
、

ひ
き

ま

は

し

、

は

を

り

は
、

い

か

に
も
、

す

ゝ
び

た

る
、

に
し

け

も

ん

の
、

む

ら

さ

き

つ

む

ぎ

に
、

う

ら

つ
け

、

む

な

ひ

ほ
、

し

つ
か

と

む

す

ひ

あ

げ

、

▽

ち

く

さ

い
、

宿

に
有

あ

ひ

て
。

折

ふ

し

冬

の
事

な

れ

ば

。

や

ぶ

れ

か

み

こ

に
、

ぬ

の
う

ら

つ
け

、

お

び

は

も

め

ん

の
丸

く

け

に
。

は

を

り

は
、

い

か

に

も
、

す

ゝ
び

た

る
。

む

ら

さ

き

つ
む

ぎ

の
、

ゑ

り

を

さ

し

、

の
け

ゑ

も

ん

に
ぞ

、

き

な

し

け

る

。

3
0

思

ひ
出

し

た

る
事

あ

り

と

て
、

ふ

す

ま

ぬ

の

こ
を
取

り

か

け

て
、

枕

た

か

く

い
た
さ
せ

て
、

た

ゞ
ね
よ
く

と
て
せ
め
か

ゝ
る
、

▽
心
え
た
り
と

い
ふ
ま

ゝ
に
。

ふ
す
ま
ぬ

の
こ
を
取

り
か
ぶ
せ
て
。

た
ゴ
ね

よ
く

と
て
、

ね
さ
せ
け
り
。

1
は
北
野

で
の

一
場
面

で
あ
り
、

2
、

3
は
名
古
屋

で
の
療
治
咄

の
部
分

で

あ
る
が
、

い
つ

れ
も
古
活
字
本

の
方

で
は
そ
の
場
面

で
の
竹
斎

の
動
作
や
服
装

な
ど
を
、
滑

稽
さ
を
強

調
す

る
か

の
よ
う

に
細
か
く
描
写
し

て
い
る

の

(「
だ
び

た
る
こ
ゑ
」
「
せ
め
か

ゝ
る
」
な
ど
)
に
対
し

て
、
整
版
本

の
方

で
は
そ
の
よ
う

な
具
体
的

な
場
面
描
写
を
削

る
傾
向

に
あ

る
こ
と
は
見

て
の
と
お
り

で
あ
る
。

同
様

の
改
訂
が
な

さ
れ

て
い
る
箇
所
は

こ
れ
以
外

に
も
多

く
あ
り
、

こ
の
よ
う

な
傾
向

は
整
版
本

で
は
顕
著
な
も

の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、

名
古
屋

で
の
療
治
咄

の
中

に
は
、
古
活

字
本

で
は
具
体
的
な
描

写
を
伴

っ
た
滑

稽
咄

で
あ

っ
た
も

の
が
、
整
版

本

の
改

訂

で
は
単

な
る
梗
概

だ
け
に
さ
れ
て
し

「
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ま

っ
て
い
る
も

の
も
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
整
版
本

で
は
、
古
活
字
本

に
あ

っ
た
竹
斎

の
物
語
と
い
う
性
格

を
薄

め
る
方
向

の
改
訂
が
行
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
並

行
し

て
、
前
述

し

た
井
浦
氏

の
考
証

に
あ

る
よ
う

に
、
竹
斎
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
教

訓
や
学
道

論

へ
の
傾
斜
や
敷
街
が
み
ら
れ
る
。
そ
う

い

っ
た
傾
向

の
最
た
る
も

の
が
、
整

版
本

の
京
内
参
り

の
最
後

の
部
分

に
増
補
さ
れ

て
い
る
黒
谷

で
の
衆
道

の

一
件

で
あ

る
。

こ
の
部
分
は
竹
斎
と
は
何

の
関
係

も
な
く
、

さ
ら
に
整
版
本
全
七
十

一
丁

の
内
十
八
丁
半
、
全
体

の
約
四
分

の

一
を
し
め

て
お
り
、
全
体

の
統

一
を

大

い
に
妨
げ

て
い
る

こ
と
は
言
を

ま
た
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ

の
こ
と
に

つ
い

て
、
朝
倉
治
彦
氏
は

「
竹
斎
不
在
」

と
さ
え
評
し
て
い
る
が
、

そ
の
傾
向

は
こ

の
黒
谷

の
部
分
だ
け

で
な
く
、
整
版
本

で
の
改
訂

の
随
所

に
み
ら
れ

る
も

の
な

の
で
あ
る
○

こ
う
し

て
み

て
く
る
と
、
整
版
本

は
古
活
字
本

『竹
斎
」
を
改
訂
し
た
と

い

う
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
『
竹
斎
』
の
か
た
ち
を
借

り
た
だ
け
な

の
で
は
な

い
だ
ろ

う
か
と

い
う
印
象

さ
え
受

け
る
。

以
上

の
よ
う
な
点
か
ら
も
古
活
字
本
と
整
版

本
と
が
同

一
の
人
物

の
手

に
な
る
も

の
だ
と

は
考

え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

で

は
次

に
そ

の
よ
う
に
考

え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
『
竹
斎
』
の
読
み
方
が
ど
う
な

っ

て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考

え
て
み
た

い
。

四

「

『竹
斎
』
研
究

に
は
大
き
く
分
け

て
辛
辣
な
調
刺
や
批
判
を
み
と
め
る
立
場

と

そ
れ
を
認
め
ず
滑
稽
さ
だ
け
を
読
み
と
る
二

つ
の
立
場

が
あ
る
。
『竹
斎
』
が

一
つ
の
柱
と
し

て
、
滑
稽
を
旨
と
し

て
い
る

こ
と
に

つ
い

て
は
異
論

は
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
調
刺
や
批
判

に

つ
い

て
は
意

見
が
分
か

れ
て
い
る
。

ま
た
、
既

に

述

べ
た
よ
う
に
、
矢
野
氏

は
古
写
本
と
比
較
と

い
う
方
法
を
と

っ
て
お
り
、

そ

の
方
法

に
よ

っ
て

『
竹
斎
』

の
中

に
批
判
や
調
刺
を
見

い
だ
し

て
い
る
。

そ

こ

で
、

こ
こ
で
は

『
竹
斎
』

に
調
刺
や
評
判
が
あ
る

の
か
ど
う
か
を
考

え

て
み
る

に
当

た
り
、

ま
ず
、
矢
野
氏

の
考
え
方
を
検
討
す
る

こ
と
か
ら
は
い

っ
て
い
く

こ
と

に
す

る
。

矢
野
氏

は
、
竹
斎

の
江
戸
見
物

の
部

分

に
重
点

を
置

い

て
古
活
字
本
と
整
版

本
と
を
比
較
し

て
い
る

の
だ
が
、
そ

の
論
拠

に
な

っ
て
い
る

の
は
次

の
部
分

で

あ
る
。

A
O
お
と

に
聞

こ
え
し
、
日
本

は
し
、

と

ゝ
ろ
く

と

う
ち
渡

り

▽
を
と

に
聞

こ
え
し
、

日

の
も
と

の
。

は
し
を

み
な
人

わ
た
り
か

ね
。
世
を

も
た

ゝ
ず
み
か
ね
た
り
し
。
事

の
た
め
し
も
、
お

ほ
か
り
し
。

B
O
南

に
あ
た
り

て
、
な
が
む
れ
ば
、
天
下

の
あ

る
じ
、

お
は
し
ま
す
。

▽
み
な
み

に
あ
た
り

て
、
な
が
む
れ
ば
。
天
下

の
ぶ
し

や
う

の
御
ざ
な
さ

る
。

C
O
若
君
さ
ま
と
聞
え
け
る
、

は
ゞ
か

り
な

が
ら
も
、

一
し
ゆ
、
よ

ろ
こ
び

の

う
た
を
、

ゑ
い
じ
け
る

▽
わ
か
ぎ
み
さ
ま
と
そ
聞

え
け
る
。

は
ゞ
か
ら
ず
、
又

一
し
ゆ

(
D
は
省
略
)

こ
れ
が
矢
野
氏

が
論
拠

に
し

て
い
る
箇
所

で
あ
る
。
A

は
日
本
橋

の
情
景

で

あ
る
が
、

こ
の
部
分

に

つ
い
て
矢
野
氏

は
、

こ
の

一
句

に
よ

っ
て

「
世
を
も
た

ゝ
ず
み
か
ね
た
り
し
、
事

の
例
」

の
典

型

で
あ
る
竹
斎

の
存
在
感
が

一
層
確
固
た
る
も

の
に
な

っ
て
い
る
と
言

え

よ
う
。

そ
れ

に
対
し
、
古
写
本

の
文
脈

で
は
、

日
本
橋

の
繁
華

な
様
子

の

み
が
徒
ら

に
目
立

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

と
述

べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
古
活
字
本

の
江
戸

で

の
全
体

の
記
述
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
日
本
橋

の
記
事

は
非
常

に
簡
単
な
も

の
で

一8「



あ
り
、
と

て
も

「
日
本
橋

の
繁
華

な
様

子
の
み
が
徒

ら
に
め
だ

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
」

も
の
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
次

の
B
で
は
古
活
字
本

の

「
天
下

の
主
」

が
整
版
本

で
は

「天
下

の
武
将
」

に
な

っ
て
い
る
点
が
、
ま

た
C
で
は
古
活
字
本

で
の

「慶
び

の
歌
」
が
整
版
本

で
は
削
ら
れ

て
い
る
点
が

問
題

に
な

っ
て
い
る
。
矢
野
氏
自
身

の
言
を
借
り
れ
ば
、

以
上

の
三
例
か
ら
知
ら
れ
る

の
は
、
整
版
本

で
は
徳
川
氏
を

こ
の
世

の
主

宰
と
し
、

そ
の
こ
と
を
祝
福
し
よ
う
と
す
る
発
想

が
、
古
写
本

に
比

べ
て

一
歩
つ

つ
後
退
し

て
い
る
と

い
う
紛
れ
も
な

い
事
実

で
あ
る
。

と
い
う
こ
と

で
あ

る
が
、
た
し
か

に
、
そ

の
よ
う

に
も
読
め
よ
う
。

し
か
し
、

そ
れ

は
あ
く
ま

で
も
古
活
字
本

で
の
徳
川
氏
賛
美

の
記
述
が
後
退
し
た
に
過
ぎ

ず
、

そ
の
こ
と
を
も

っ
て
す
ぐ

に
は
徳
川

の
治
世

に
対

す
る
批
判

で
あ
る
と
は

と
れ
な

い
の
で
は
な

い
か
.
例
え
ば
、
B
と
し

て
引
用
し
た
部

分

に
続

い

て
次

の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

○
か
さ
ね
あ
げ
た
る
、
じ
や
う
わ
く
は
、
く
も

に

つ
ら
な
る
、
ば

か
り
な
り
。

▽
御
し

ろ
の
見
事
さ
よ
。
金
銀
る
り

の
玉
ぎ
を
は
り
、

か
さ
ね
あ
げ
た
る
、

ら
う
か
く
は
.
雲

に

つ
ら
な
る
有
さ
ま
は
、
も
ろ
こ
し
し
ん
の
し
く
わ
う

て
い
。
か
ん
や
う
き
う

に
も
、
お
と
る
ま
じ
。

こ
の
整
版
本

の
改
訂
は
、
前
田
金
五
郎
氏

の
指
摘

に
あ
る
よ
う
に
、
「江
戸
城

を

「威

陽
宮
」
に
も
劣

る
ま
じ
と
言
う

の
も

オ
ー
バ
ー
な
表
現

で
」
は
あ

る
が
、

そ
の
ま
ま
受

け
取

れ
ば
、

こ
こ
は
や
は
り
徳

川
氏

へ
の
賛

美

の
表
現

で
あ

ろ

う
。次

の
E
は

『
竹
斎
』

の
最
後

の
部
分

で
あ
る
が
、
矢
野
氏

は

こ
の
部
分

に
対

し

て
も

っ
と
も
大
き
な
重
心
を
お

い
て
論
じ

て
い
る
。

E
○
ま

こ
と

に
、
す
ぐ
な
る
御
代

の
、
し
る
し
と
か
や

く
れ
た
け

の
す
ぐ
な
る
代

く
に
あ

ひ
ぬ
れ
ば

や

ぶ

く

す

し

ま

で
た

の

も

し

き

か

な

▽

ま

こ
と

に
、

す

ぐ

な

る

み

よ

の
、

し

る
し

と

か

や

。

こ

の
ち

く

さ

い
も

、

(
マ
マ
)

こ
れ
ほ
ど
に
。
す

ぐ
み
よ
に
、
あ

ひ
な
が
ら
人

に
も
、

よ
こ
ざ
ま
な
ら
ず

し

て
、
こ
ゝ
う
ね

い
な
る
事
も
な
し
、
つ
ね
に
、
か

ゞ
み

の
か
げ
を
見
よ
、

ゆ
が
め
ば
、
か
げ
も

ゆ
が

み
ぬ
べ
し
、
か
く
お
も

ひ
て
、

一
し
ゆ

く
れ
竹

の
す
ぐ
な

る
み
よ

に
あ

ひ
ぬ
れ
ば

や
ぶ
く
す

し
ま

て
た

の
も
し
き
か
な

こ
こ
で
矢
野
氏

は
、
整
版
本

で
の
改
訂
に

「人

に
も
横
様
な
ら
ず
」
「心

に
倭

な
る
事
」

の
な
い
清
廉
潔
白

の
士

で
あ
る
竹
斎

で
あ

っ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
ほ
ど

の

「直
な

る
御
世
」

で
成
功
し
な

い
は
ず
は
な
く
、
そ
う
な
ら
な

い
の
は
政
治

が
悪

い
か

ら
で
あ

る
と

い
う
徳
川
氏

へ
の
批
判
を
読
み
取

つ
て
い
る
。

具
体
的

に
は
整
版
本

で
増
補
さ
れ
た

「
鏡
」
と

い
う
、二口葉
に
注

目
し
、

そ
の
意
味

で
は
、
竹
斎
が
常

に
我
が
心

の
歪
み
を
省

み
た
と
い
う
鏡

は
、

政
道

の
正
し
さ
を
映
す

「御
代

の
鏡
」
で
も
あ

っ
た
わ
け

で
あ
り
、
「御
代

の
鏡
」

に
、
知
ら
れ
た
く
な

い
程

に
落
ち
ぶ
れ
果

て
た
彼

の
姿

が
映

る
と

い
う

こ
と
は
、

こ
の
世

の
歪
み
以
外

の
何
物

も
意
味

し
な
い

で
あ
ろ
う
。

と
述

べ
て
い
る
。

し
か
し
、

子
細

に
検
討
し

て
み

る
と
、

鏡

に
竹
斎

の
姿

が

映

っ
て
い
る
の
だ
と
と

っ
た

に
し

て
も
、
そ

こ
に
映

っ
て
い
る
竹
斎

は
、

こ
の

文
脈

で
は

「
人

に
も
横
様

な
ら
ず
」
「
心

に
倭
な
る
事
」
の
な
い
清
廉
潔
白

の
士

な

の
で
あ

り
、
「
人

に
知
ら
れ
た
く
な

い
程

に
落
ち
ぶ
れ
果

て
た
彼

の
姿
」
と
と

る
の
は
い
き
す
ぎ

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
矢
野
氏

は
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
続

け

て
い
る
。

字
面

の
上

で
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
を
寿
ぐ
歌

を
全

面
に
立

て
な
が
ら
、
作

者
が
も

っ
と
も
心
を
砕

い
て
い
た

の
は
、
そ
の
歌

が
現
実
性

を
持

た
な
い

よ
う
な
舞
台
装
置

の
設
定
だ

っ
た
わ
け

で
あ
り
、

そ
う
し
た
発
想

の
根
底
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に

"直
な
る
御
世
"

へ
の
反
発
が
あ

っ
た
の
は
自
明
の

こ
と
で
あ

る
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「字

面

の
上

で
は
」

や
は
り
あ
く
ま

で

「徳
川
幕
藩
体
制
を
寿
ぐ
」

も

の
で
あ
り
、
占

活
字
本

は
勿
論

の
こ
と
、
若
干

の
後
退

は
み
ら
れ

る
に
せ

よ

整
版
本

に
お
い
て
も

『竹
斎
』

の
基
調

に
な
る
も

の
は
徳
川
氏

へ
の
賛
美

で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。

E
の
に
部
分
を
素
直

に
と
れ
ば
、
徳
川
氏

の
治
世
を

「
人

に

知

ら
れ
た
く
な

い
程

に
落
ち

ぶ
れ
果

て
た
」
「
や
ぶ
く
す
し
」
の
竹
斎

で
さ
え
頼

も
し
く
思

え
る
よ
う
な

「
す
ぐ
な

る
み
よ
」
と
讃
え

て
い
る
よ
う

に
さ
え
読
め

る
。

は
た
し
て

『
竹
斎
』

の

「
発
想

の
根
底
」

に
は

「
自
明
」

の
ご
と
く
に
、

「
"直
な

る
御
世
"
へ
の
反
発
」
が
あ

る
の
だ

ろ
う
か
。
そ

の
点
に

つ
い

て
も
う

少
し
詳
し
く
検
討
し

て
み
た

い
。

矢
野
氏

の
あ
げ

て
い
る
E

の
部
分

は

『竹

斎
』
全
体

の
最
後

に
あ

た
る
部
分

で
あ
が
、
そ
れ
が
全
体

の
構
成

の
中

で
果
た
し
て
い
る
役
割

は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
E
と
対

応
す
る

『竹
斎
』

の
冒
頭
部
分

は
次

の
よ
う

に
始
ま

る
。○

あ

め
が
し
た
、

お
だ
や
か

に
し

て
、
山
も
だ
う
ぜ
ず
、

み
ね

の
松
、
た

い

ら
か
に
し
て
、
風

し
つ
か

に
、
お

さ
ま

り
、
国
家
、
よ

ろ
こ
び
な
が
き
時

と

か
や
、
そ
の
こ
ろ
、
山
城

の
国

に
、
や
ぶ
く
す
し

の
、
ち
く
さ

い
と

て
、

き

や
う

が
る
、

や
せ
法
師

一
人
あ
り
、

こ
こ
に
は
、

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う

に

「
ま

つ
、

た
い
ら
」

に
徳

川
氏

の

本
姓

で
あ
る

「
松
平
」
が
、
ま
た

「
よ
ろ

こ
び
な
が
き
時
」
に
年
号

の

「慶
長
」

が
読
み
込
ま
れ

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
型

に
は
ま

っ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、

こ

の
部
分
も
徳
川
氏

の
治
世
を
寿

い

で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

こ
の
冒
頭

部

分
は
、
先

に
E
と
し

て
引

用
し

た
最
後

の
部
分

の

「
く
れ

た
け
の
す
ぐ
な

る

代

く
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば

や
ぶ
く
す
し
ま

で
た
の
も
し
き
か
な
」
と
言
う
寿
ぎ

の
歌

と
首
尾
照
応
し

て
い
る

の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
か
ら
こ
の

『竹
斎
』

と
い
う
作

品
が
大
枠
と
し

て
徳
川
氏
賛

美

の
基

調
を
持

っ
て
い
る
こ
と

は
明

ら
か
な

の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ

て
、
京

の
都

で
は
、

○
其
身

は
、

ひ
ん
く
に
し

て
、
何
事
も
、

こ
ゝ
う
に
ま
か

せ
ざ
れ
ば
、
お

の

つ
か
ら
、

こ
ゝ
う
も
、

ま
め
な

ら
ず
、

は
だ

へ
、
し
や
う

ゑ
を
、
か
ざ
ら

ね
ば
、

や
ぶ
く
す

し
と

て
、
人
も
よ
ば
ず
、

と
い
う
状
態

で
あ

っ
た
竹
斎

は
、
東
海
道
を
江
戸

へ
と
下

っ
て
く
る
。
そ
し

て
、

江
戸

に
到
着

し
た
と
こ
ろ
で
次

の
よ
う
な
腰
折
れ
を

一
首
詠
む
。

○
む
ら

さ
き

の
ゆ
か
り
な
け
れ
ば
む
さ
し
野
や
は

て
し
も
し
ら
ぬ
わ
が
お
も

ひ
ぐ

さ

▽
む
ら
さ
き

の
ゆ
か
り
な
け
れ
ば
む
さ
し
野
の
く
さ
ば
の
か
げ
と

よ
る
や
ど

も
な
し

整
版
本

の
改
訂

で
は
、
は
る
ば
る
と
見
知

ら
ぬ
土
地

ま
で
や

っ
て
き
た
竹
斎

の
心
細

さ
が
よ
り
強

く

で
て
い
る
が
、

こ
の
後
竹
斎

は
、
江
戸
を
見
物
し
、
そ

し

て
最
後

の
E
の
部
分
と

な
る
の
で
あ

る
。
江
戸

に
着

い
た
と
き

に
は
見
知

っ

た
者

も
な
く
心
細

く
思

っ
て
い
た
竹
斎
が
、
江
戸

の
賑
わ

い
を
見
物
し
た
後

で

は
こ
の
治
世
を

た
の
も
し
く
思
う
歌
を
詠
む

こ
と
か
ら
考
え

て
も
、
『竹
斎
』
の

基

調
に
は
徳
川
幕
府

へ
の
賛
美

の
態
度
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

『
竹
斎
』
と

い
う
作
品
そ

の
も

の
の
な
か

に
は
、
矢
野
氏

の
指

摘
す

る
よ
う
な

「
発
想

の
根
底

に
」
あ
る
と
い
う

「
直

な
る
御
世
"
へ
の
反
発
」

は
認
め
ら
れ
な

い
。

で
は
、
矢
野
氏
は
そ

の
よ
う
な
発
想

を
ど

こ
か
ら
得
た

の

で
あ
ろ
う
か
。
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五

矢
野
氏

は
、
先

に
引
用
し
た
江
戸

で
の
A

B
C
E

の
部
分

の
古
活
字
本

と
整

版
本
と

の
本
文
異
同

の
検
討

の
後

で
、

批
判

の
矛
先
が
、
将
軍
を
頂
点
と
す
る
社
会
体
制

そ

の
も

の
に
向

け
ら
れ

て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
た
や
す
く
表

明
し
得

る
性
質

の
も

の
で
な
い
の
は

自
明

の
こ
と

で
あ
り
、
既
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
古
写
本

や
二
種

の
古
活

字
版

で
は
説
得

力

の
あ
る
形

で
表
現

さ
れ

て
は
い
な
か

っ
た
。

ヤ

と
述

べ
て
い
る
。
整
版
本

に
せ
よ
古
活
字
本

に
せ
よ

『
竹
斎
」

に
は
体
制
批
判

な
ど
と
い
た
も
の
は
な
い
の

で
は
な

い
か
と

い
う
事

に

つ
い
て
は
既

に
み
て
き

た
。

ま
た
、

こ
れ

ま
で
に
み
て
き
た

よ
う

に
作
者
と
改
訂
者
と
は
別
人

で
あ
る

と
考

え
る

べ
き

で
あ

る
以
上
、
整
版
本

で
の
改
訂

の
傾
向

の

「
萌
芽
」

を
古
活

字
本

に
ま

で
遡

っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る

の
は
無
理

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

矢
野
氏

や
野
間
光
辰
氏

の
よ
う
な

『
竹
斎
』

に
誠
刺
や
批

判
を
認
め
る
立
場

の
根
拠
と
さ
れ
る
も

の
に
、
『竹
斎
療
治
之
評
判
』
が
あ
り
、
そ

こ
に
は
次

の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

さ

て
、
薫
京
は
陽

に
そ

の
人

の
悪

を
取
出

し

て
し
か
り
、

こ
の
竹
斎

は
う

ら
は
ら

に
て
陰

に
し
か
る
心
を
内

に
ふ
く
み

て
か
き
、
外

は
さ
ら
り
と
浮

世

の
は
な
し
に
か
く
な
り
、
能

も
心
得

た
る
人

と
見

え
た
り

こ
れ
を
見
れ
ば
、
た
し
か
に

「陰

に
」

で
は
あ
る
が
批
判
、

つ
ま
り

「
し
か

る
心
」

を
内

に
秘

め
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
野
間
氏
も
矢
野
氏

も
、

こ

の
部
分

を
根
拠

に
し
て

『
竹
斎
』

に
批
判
性
を
読
も
う
と
し

て
い
る

の

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
作
者

の

「
す

こ
し
思

ひ
よ
り

の
下
心
」
が
、
医
療
批
判

で
あ

り
、
更

に
は
当
世

の
風
俗
批
判

で
あ
り
幕
政
批
判

で
あ
る
と
、
か
な
り
大

幅

に
敷
街
し

て
と
ら
え

て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の

『
竹
斎
療

治
之

評
判
』

は
、
矢
野
氏

の
指
摘

に
も
あ
る
よ
う

に
、
そ

の

中

で
の

『
竹
斎
』

の
引
用
文

か
ら
、

整
版
本

の
方
を
使

つ
て
い
る

こ
と
が
わ

か

っ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
『竹
斎
療
治
之
評
判
』
の

『竹
斎
』
解

釈
は
整
版

本

に
ま

で
し
か
遡

れ
な

い
の
で
は
な

い
か
。
別
人

の
手

に
な
り
整
版

本
と
は
そ

の
本
文
が
か
な
り
違

っ
て
い
る
古
活
字
本

に
ま

で
そ

の
解
釈

を
適

用
し
ょ
う
と

い
う

の
は
無
理
な
話

で
あ
ろ
う
。

さ
ら

に
、
も
し
整
版
本
に
そ

の
解
釈

を
利

用
す

る
と
し
て
も
、
『
竹
斎
療
治
之

評
判
』
自
体
は
、
あ
く
ま

で
も

『竹
斎
』

の
名
古
屋

で
の
療
治
咄

に

つ
い
て
だ

け

の

「
評
判
」
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
竹
斎
療
治
之
評
判
』

の
作
者

で
あ

る
円

瓢
子
自
身
が

「外

は
さ
ら
り
と
浮
世

の
は
な
し
に
か
く
な
り
」
と
言

い
、
療
治

に
対
す
る
批
判

で
さ
え

「
陰

に
」
「内

に
ふ
く
み
て
」
と
、一一口
っ
て
い
る

の
で
あ
れ

ば
、
『
竹
斎
』
と
ほ
ぼ
同
時
代

の
人

と
い

っ
て
も

よ
い
円
瓢
子

で
さ
え
、
整
版
本

『竹
斎
』

に
表
面
的

に
は
批
判
性
を
読
み
取
れ
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
は
な

か

っ
た
か
。
た
し
か

に
、
「す

こ
し
思

ひ
よ
り
の
下
心
」
と

い
う
含
み

の
あ
る
表

現
を
使

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
を
体
制
批
判

と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ

に
ま
で
大
幅

に
敷
術
し

て
し
ま
う

こ
と
は

で
き
ま

い
。

↓
ノ、

 

『
竹
斎
」

に
お
け
る
颯
刺

や
批
判

の
有
無

に

つ
い
て
、

ま
た
古
活
字
本

の
作

者
と
整
版

本

の
改

訂
者

の
問
題

に

つ
い
て
考

え
て
き

た
。

こ
こ
で
は
矢
野
氏

の

論
考
を
検
討

・
批

判
す
る
か
た
ち

で
み
て
き
た
わ
け

で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う
な

問
題

は
矢

野
氏
だ
け
で
は
な

く
、

こ
れ
ま

で
な

さ
れ

て
き
た
多
く

の

『
竹
斎
』

論
に
も
見

ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。

そ
の
多
く
は
、
占
活
字
本
と
整
版
木
と
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の
本
文
異
同

の
軽
視
、
古
活
字
本

の
作
者
と
製
版
本

の
改

訂
者

の
問
題

の
見
過

ご
し

に
よ

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

実

は
、

こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
既

に
述

べ
た
よ
う
に
、
は
や
く
井
浦
芳
信

氏

に
よ

っ
て
提
起
さ
れ

て
い
た

こ
と
な

の
で
あ
る
O

つ
ま
り
、
井
浦
氏

の
も
た

ら
し
た
成
果

は
、

以
後

の

『
竹
斎
』

研
究

に
お
い

て
等
閑
視

さ
れ
る
傾
向

に

あ

っ
た
と

い
え
る
。
現

に
、
井
浦
氏

に
よ

っ
て
既
に
解

決
さ
れ

て
い
る
問
題

を

み
す
ご
し

て
、
誤

っ
た
結
論
を
み
ち
び
き
だ
し

て
い
る
よ
う
な
論
文

も
見
う
け

ら
れ

る
の
で
あ

る
。

井
浦
氏

に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
と

い

っ
て
よ

い
本
文

異
同

へ
の
着

眼
か
ら
汲

み
出

さ
れ

る
多
く

の
問
題
点

は
ま
だ
解
決
さ
れ

て
い
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。
本

稿

で
は

『
竹
斎
』

の
江
戸

の
部
分

に
注
目
し

て
考

え

て
き
た
が
、
今

回
触

れ
な

か

っ
た
ほ
か

の
部
分

の
本
文

異
同

に
も
多

く

の
問
題

が
残
さ
れ

て
お
り
、

『竹

斎
』
を
全
体
と
し

て
論
じ
る
た
め

に
は
こ
の
残
さ
れ
た
部
分
を
含
め

て
論

じ
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
こ
と

は
言
を
ま
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
今

回

「古
活

字
本
」
と
し

て

一
括
し

て
あ

つ
か

っ
て
き
た
本
文

に
し

て
も
、

十
行
本
、
十

一

行
本
、
古
写
本

『
竹
斎
東
下
』

の
相
互

の
関
係

に

つ
い
て
は
、

現
在

ま

で
の
と

こ
ろ
ま
だ
定
見
が
な

い
状
態

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に

『
竹
斎
』
研
究

に
お
け
る
今
後

の
課
題
は
多

い
が
、
『竹
斎
』
研

究

の
原
点
と
も

い
う

べ
き
井
浦
氏

の
方
法

に
た
ち
戻

っ
て
、
考

え

て
ゆ
く
必
要

が
あ

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

注

1

特

に
古
活
字
本
を
使
用
し

て
い
る
と
断
わ

っ
て
い
る
も
の
は
少

な
い
が
、

引

用
さ
れ

て
い
る
本
文
は
古
活
字
本

の
も

の
で
あ
る
場
合

が
多
い
。

整
版
本

に
よ

っ
て
い
る
も
の

に
は
、
冨
士
昭
雄

『
江
戸
の
笑
い
』
(平
成
元
年
刊
)
「『
竹
斎
』
の
譜
誰
性
と
そ
の
系
譜
」

が
あ

る
。

2

松
田
修

『國
語
國
文
』
第

二
十
六
巻
第
三
号

「
「竹
斎
」
の
成
立
-
假
名
草
子

の
時
好

性
ー
」
。

3

矢
野
公
和

『
國
語
と
國
文
學
』

昭
和
五
十
六
年
十

」
月
特
集
号

「風
化

の
凝
視
者
i

『竹
斎
』
序
説
「
」。

4

『
竹
斎
』
に
は
、
古

活
字
本

に
十
行
本

と
十

一
行
本
と
が
あ
り
、
古
写
本

に

『竹
斎
東

下
』

と
題
す

る
も

の
が
あ

る
。

こ
の
三
本

の
前
後
関
係
に

つ
い

て
は
諸
説

あ
り
決
定

し

が
た

い
。
本
文

に

つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
細

か
な
異
同

は
あ

る
が
、

ほ
ぼ
同

じ
も

の
と

い

っ
て
も

よ
い
で
あ

ろ
う
。

本
稿

で
と
り
上
げ

て
問
題
と
す
る
箇
所

に

つ
い
て
は
こ
の

三
本

の
異
同

は
特

に
問
題

に
は
な
ら
な

い
の
で
、

こ
こ
で
は
こ

の
系
統

の
本
文

は
十

一

行
本
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

5

笹
野
堅

「
日
本
古
典
全
書

「近
世
歌
謡
集
』」
所
収

『淋
敷
座
之
慰
』
「医
者

く
ど
き
木

や
り
」

の
頭
注
。

6

野
間
光
辰
、
近
世
文
学
会

(昭
和
四
十
年
、
鹿
児
島

大
学
)
で
の
発
表

「藪
医
竹
斎
系

伝
」
。
後

に

「
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

『御
伽
草
子

・
仮
名
草
子
ヒ

所
収

『竹
斎
』
の
解
説
。

7

野
間
氏

の
紹
介
す

る

『畠
山
井
富
山
系
図
』

に
よ
る
。

8

『
竹
斎
療
治
之

評
判
』

の
引
用
文
は
、
前

田
金

五
郎
編

「近
世
文
藝
資
料

11

『竹
斎
物

語
集
』
」
所
収
の
も

の
に
よ
る
。

9

松
村
博
司

「名
古
屋
大
学

『國
語
と
國
文
学
』
26

一
九
七
〇
年

七
月
、
上
甲
幹

一
先
生

追
悼
号
」
「
興
が
る
痩
法
師
」
。

10

井
浦
氏

の
論
拠

は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段

の
宇
津
の
山

で
修
行
者

に
あ

う
場
面
を
引

用
し

た
部
分

で
の
改
訂

で
あ
る
。
古
活
字
本

で

「伊
勢
物
語

り
に
も
書
た
れ
共
ハ」
と
い
う

部
分
を
整
版
本

で

「な
り

ひ
ら
し
う

に
、
み
え
た
り
」
と
変

え
た
部
分
、
ま
た
、
古
活
字

本

で
は
単

な
る
見
知
ら
ぬ
人

で
あ
る
修
行
者
を
整
版
本

で
僧
正
遍
照

に
付
会
し

た
部
分

で
あ

る
。

こ
の
部
分

は
実
際

に
は
業
平
集

に
は
な
く
、
ま
た
遍
照
説
は

『
愚
見
抄
』
『閾

疑
抄
』

で
否
定
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
根
拠

に
し

て
い
る
。

11

田
中
伸

『仮
名
草
子

の
研
究
』
昭
和
四
十

九
年
。

12

野
田
壽
雄
校
注

「
日
本
古
典
全
書

『
仮
名
草
子
集
」
」
昭
和
三
十

七
年
。
静
嘉
堂
文
庫

蔵
、
古
活
字
十

一
行
本
。
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13

朝
倉
治
彦

「古
典
文
庫

『竹
斎
』

口対
校
本
ご

昭
和
三
十
六
年
。
古
活
字
卜

一
行
本
。

14

守
随
憲
治
校
訂

「岩
波
文

庫

『竹
斎
』
」
昭
和
十
七
年
。
古

活
字
十

日
行
本
。

15

以
下

『
竹
斎
』

の
引
用
文
は

「
古
典
文
庫

『竹
斎
』

[対
校
本
]」

に
よ
る
。

0

の
下
は
古
活
字
十

一
行
本

、
▽
の
下

は
寛
永
整
版
本

の
本
文
。

16

朝
倉
治
彦
氏
は

こ
の
部
分
に

つ
い

て

「特

に
北

野
に
於

け
る
記
述

に
、

増
補

の
傾
向

が
集
中
動
揺
し

て
ゐ
る
。
竹
斎
不
在

の
叙
述
が
甚
だ
し

い
。」
と

「竹
斎
不
在
」
と

い
う

言
葉

で
評
し

て
い
る
。

(出
典

は
注

13
に
同
じ
)

17

A
B
C
D
E

の
記
号
は
矢
野
氏
が
付

し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

18

前
田
金
五
郎

「日
本
占
典
文
学
大
系

『
仮
名
草

子
集
』
」

の
こ
の
部
分

へ
の
補
注
。
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