
研
究
ノ
ー
ト

「
起
承
転
結
」
と

糸
屋
の
娘

を
め
ぐ
っ
て

三

谷

憲

正

一

は
じ
め
に
｜
問
題
の
所
在

「
起
承
転
結
」
の
具
体
的
な
例
と
し
て

糸
屋
の
娘

を
詠
み
込
ん
だ
フ
レ
ー

ズ
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
京
都
三
条
糸
屋
の
娘
、
姉
は
十
六
妹
は
十
四
、

諸
国
諸
大
名
は
弓
矢
で
殺
す
、
糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す
」（『
日
本
漢
文
学
大
事

典
』）。
ま
た
一
方
で
は
場
所
や
年
齢
を
替
え
、「
本
町
二
丁
目
の
、
糸
屋
の
む
す
め
、

姉
は
二
十
六
、
い
も
と
は
は
た
ち
、
…
）」（『
小
唄
・
う
た
沢
・
端
う
た

全
集
』）

と
い
っ
た
俗
謡
も
あ
る
。
他
に
も
、
数
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
ど

れ
を
挙
げ
る
べ
き
か
定
か
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
唄
は
ど
の
よ
う
な
所
か

ら
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
商
家
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
姉
妹
は
な
ぜ
「
糸
屋
の
娘
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
糸
屋
」
に
は
通
常
の
意
味
か
ら
逸
脱
す
る
別
の
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

二

先
行
研
究
へ
疑
義

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

「
起
承
転
結
」
の
具
体
的
な
例
と
し
て

糸
屋
の
娘

を
詠
み
込
ん
だ
フ

レ
ー
ズ
が
よ
く
使
わ
れ
る
。「
…
…
、
姉
は
十
六
妹
は
十
四
、
諸
国
諸
大
名

は
弓
矢
で
殺
す
、
糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す
」
の
類
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
数

多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
ど
れ
を
挙
げ
る
べ
き
か
定
か
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
唄
は
ど
の
よ
う
な
所
か
ら
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
な
変

遷
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
商
家
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
姉
妹
は
な
ぜ
「
糸
屋
の
娘
」
な
の
だ
ろ
う
か
。「
糸
屋
」
に
は
通

常
の
意
味
か
ら
逸
脱
す
る
別
の
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

キ
ー
ワ
ー
ド

起
承
転
結
、
絶
句
、
糸
屋
の
娘
、
眼
で
殺
す

〔
抄

録
〕
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山やま
中なか
桂けい
一いち
氏
は
『
日
本
語
の
か
た
ち１

）

』（
一
九
九
八
年
）
の
中
で
、「
構
成
」
と
い

う
面
か
ら
そ
の
特
長
を
論
じ
て
い
る
（
原
文
横
書
き
）
。

・
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
構
成
法
（
引
用
者
注
｜
「
起
承
転
結
」
を
指
す
）

に
よ
る
場
合
、
第
一
句
で
は
述

思

述

懐

（じゅつしじゅっかい）
の
筆
を
起
こ
し
、
第
二
句
で
こ

れ
を
詳
説
、
第
三
句
で
変
化
の
た
め
に
転
じ
、
さ
い
ご
に
第
四
句
で
全
体
を

締
め
く
く
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
絶
句
の
場
合
に
は
さ
ら
に
承
と
転
が
意

味
の
う
え
で
比
例
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
日
本

の
詩
歌
と
は
対
照
的
対
句
に
形
式
美
を
見
い
だ
し
た
漢
詩
に
お
い
て
、
各
行

の
平
行
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
彩
り
と
し
て
類
比
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
導
入
す

る
仕
掛
け
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

頼
山
陽
（1780-1832

）
作
と
さ
れ
る
俗
謡
、

﹇
起
﹈

大
阪◆

本
町
糸
屋
の
娘

﹇
承
﹈

姉
が
一
六
妹
が
一
四

﹇
転
﹈

諸
国
大
名
は
弓
矢
で
殺
す

﹇
結
﹈

糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す

は
、
起
承
転
結
に
よ
る
構
成
の
見
本
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
（
た
だ

し
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
か
な
り
多
い
）

﹇
引
用
に
お
け
る
（

）
内
の
ふ
り
が
な
、
傍
ら
の
◆
、
お
よ
び
傍
線
は
論
者
。
以
下
同
じ
﹈

「
起
承
転
結
に
よ
る
構
成
の
見
本
」
と
ま
で
称
揚
さ
れ
て
い
る
こ
の
俗
謡
で
は
、

作
者
は
「
頼
山
陽
」、
ま
た
姉
妹
は
「
大
阪
本
町
」
に
居
た
と
し
た
例
が
使
わ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
高たか
松まつ
正まさ
毅き
氏
は
「「
起
承
転
結
」
小
考２

）

」（
二
○
○
四
年
）
に
お
い
て
、

「
筆
者
の
目
的
は
、
巷

間

（こうかん）
に
喧
伝
さ
れ
る
「
起
承
転
結
」
な
る
も
の
が
、
こ
と

説
得
を
目
的
と
す
る
文
章
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
極
め
て
不
適
切
で
、
ほ
と

ん
ど
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。」
と
い
う
趣
旨
の

下
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・「
起
承
転
結
」
を
主
張
す
る
人
た
ち
は
、
頼
山
陽
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
俗
謡

「
糸
屋
の
娘
」
を
良
く
引
用
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
が
「
起

承
転
結
」
が
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
も
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ

の
「
糸
屋
の
娘
」、
住
ん
で
い
た
の
が
、
京
な
の
か
大
坂
な
の
か
、
江
戸
な

の
か
す
ら
不
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
典
が
全
く
不
詳
で
あ
る
。

「
説
得
を
目
的
」
と
し
た
場
合
、「
極
め
て
不
適
切
」
で
あ
り
、
ま
た
「
ほ
と
ん

ど
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
」
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、「
糸
屋
の
娘
」
を
実
在
し

た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
「
出
典
」
は
後
述
す
る
よ
う
に

多
く
の
事
辞
典
類
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
「
出
典
」
に
関
し
て
、
菊きく
池ち
真しん
一いち
氏
は
「「
糸
屋
の
娘
」
考３

）

」（
二
○
○
四

年
）
で
多
く
の
資
料
を
勘
案
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
以
上
に
よ
り
、
起
句
・
承
句
の
み
一
致
す
る
形
の
唄
、
即
ち
場
所
と
姉
妹
の

年
齢
を
含
む
形
の
唄
は
、「
糸
屋
娘
踊
」
唄
と
し
て
江
戸
時
代
前
期
か
ら
歌

わ
れ
、
近
代
に
至
る
ま
で
各
地
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
起
承
転

結
の
唄
は
、
目
下
の
所
、
文
献
上
は
明
治
四
十
一
年
が
最
古
と
な
る
。
今
言

え
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
流
布
し
て
い
た
「
糸
屋
娘
踊
」
唄
が
、

い
つ
頃
か
何
者
か
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
、
起
承
転
結
型
の
唄
が
作
り
上
げ
ら

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
詳
細
を
究
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め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
「
糸
屋
娘
踊
」
は
、
例
え
ば
『
落
葉
集４

）

』（
一
七
〇
四
年
）
な
ど
に
も
、「
六

六

糸
屋
娘
踊
」
と
し
て
「
本
町
二◆

丁
目
を
と
ん
〳
〵
と
ん
〳
〵
、
と
こ
と
ん
、

と
こ
と
ん
〳
〵
と
ん
と
こ
と
ん
〳
〵
通とほ
り
た
う
は
な
い
が
、
糸
屋

娘

いもと（ママ）は
二
十

一
二
十
は
た
ち

、
や
つ
し
つ
し
〳
〵
、
姉
に
望
み
は
少すこ
し
も
な
い
が
、
妹
見
る
目
は
し
ん

と
ろ
〳
〵
、
と
ん
と
親おや
を
見
る
目
は
猿さる
眼まなこ
え
、
さ
る
〳
〵
さ
る
〳
〵
さ
る
〳
〵

猿さる
眼まなこえ◆

姉
に
の
ぞ
み

返
し
」
と
い
う
よ
う
に
唄
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
起

承
転
結
の
唄
は
、
目
下
の
所
、
文
献
上
は
明
治
四
十
一
年
が
最
古
」
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
に
も
遡
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

斎さい
藤とう
希まれ
史し
氏
は
上
記
の
状
況
を
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
、『
Ｕ
Ｐ
』（
二
○
一
六

年
）
に
「
起
承
転
結５

）

」
と
い
う
一
文
を
発
表
し
て
い
る
。

・
も
と
も
と
糸
屋
の
娘
と
は
、
江
戸
本
町
二
丁
目
（
今
の
日
本
橋
）
の
糸
屋
の

姉
妹
だ
と
さ
れ
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
刊
の
歌
謡
集
『
松
の
葉
』
に

「
糸
屋
娘
踊
」
と
し
て
見
ら
れ
る
の
が
古
い
例
、
そ
れ
が
脚
色
さ
れ
て
糸
屋

の
娘
小
糸
と
手
代
左
七
の
物
語
と
し
て
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
仕
立
て
ら
れ
た
。

美
人
と
言
え
ば
糸
屋
の
娘
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
各
地
の
手
鞠
歌
な

ど
に
も
詠
み
こ
ま
れ
、
星
厳
や
山
陽
は
も
と
よ
り
、
明
治
の
世
に
あ
っ
て
も

な
お
身
近
な
素
材
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

・
明
治
の
漢
詩
ブ
ー
ム
の
中
で
い
つ
の
ま
に
か
付
け
加
わ
っ
た
糸
屋
の
娘
の
例

が
有
効
に
働
い
た
、
と
考
え
て
み
た
い
。
作
文
の
型
と
し
て
起
承
転
結
が
定

着
す
る
こ
と
と
糸
屋
の
娘
の
例
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
共
起
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
の
で
あ
る
。

大
変
教
示
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
論
考
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
が
「
宝
永
七
年

（
一
七
一
○
）
刊
の
歌
謡
集
『
松
の
葉
』
に
「
糸
屋
娘
踊
」
と
し
て
見
ら
れ
る
の

が
古
い
例
」
は
も
う
少
し
遡
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
先
に
示
し
た
『
落
葉
集
』

（
一
七
〇
四
年
）
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、「
明
治
の
漢
詩

ブ
ー
ム
の
中
で
い
つ
の
ま
に
か
付
け
加
わ
っ
た
糸
屋
の
娘
の
例
」
の
唄
に
し
て
も

次
節
に
見
る
よ
う
に
江
戸
の
終
わ
り
に
は
既
に
唄
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。

三

江
戸
期
に
お
け
る

糸
屋
の
娘

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
管
見
の
限
り
で
は
、「
糸
屋
娘
踊
」
と
し
て
「
本
町

二◆

丁
目
」
の
「
糸
屋
娘
は
二
十
一
二
十
」
と
い
う
句
の
入
る
『
落
葉
集
』（
一
七
〇

四
年
）
よ
り
前
の
資
料
を
探
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

次
に
視
界
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
「
卯う
月づきの
紅
葉
も
み
じ

」６
）

一
七
〇
四

年
）
で
あ
る
。「
上
之
巻

二
十
二
社
め
ぐ
り
」
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

・
飛
び
梅
の
天てん
満ま
の
社やしろに
手
習
ひ
子
供
書
い
て
上
げ
た
る
竜りよう虎こ
梅ばい
竹ちく
。
糸
屋
の

小こい
嬢と
姉
は
十
三
、
妹
は
十
二
殿との
御ご
欲
し
さ
に
宿しゆく
願ぐわん
か
け
て
、
え◆

月
の
参
り

は
、
二
十
五
日
。

「
糸
屋
の
小
嬢
」（
本
来
は
「
末
の
お
嬢
さ
ん
」
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
は
「
娘
」

の
意
味
だ
と
推
測
さ
れ
る
）
た
ち
は
「
姉
は
十
三
、
妹
は
十
二
」
と
な
っ
て
い
る
。

校
注
者
の
阪さか
口ぐち
弘ひろ
之ゆき
氏
は
、

・「
本
町
一◆

丁
目
の
糸
屋
の
娘
、
姉
は
二
十
一
、
妹
は
は
た
ち
、
妹
ほ
し
さ
に

宿
願
か
け
て
、
伊
勢
へ
七
度
、
熊
野
へ
三
度
、
愛

さ
ま
へ
は
月
参
り
」
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（
手
鞠
歌
）
な
ど
、
当
時
の
流
行
歌
謡
に
よ
る
。

と
述
べ
、
姉
の
「
十
三
」
と
妹
の
「
十
二
」
を
足
し
、
道
真
の
忌
日
「
二
十
五

日
」
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
ま
だ
、「
眼
で
殺
す
」

と
い
っ
た
「
起
承
転
結
型
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

三
番
目
に
は
、
先
に
斎
藤
氏
が
指
摘
し
て
い
た
、「
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）

刊
の
歌
謡
集
『
松
の
葉
』」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
資
料
は
、
岩
波
文

庫
の
藤ふじ
田た
徳とく
太た
郎ろう
校

『
松
の
葉７

）

』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
、『
落
葉
集
』

と
同
様
で
あ
る
が
、
藤
田
氏
は
頭
注
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

・
本
町
二
丁
目

手
鞠
歌
、
も
と
は
木
遣
歌
な
り
「
本
町
二
丁
目
の
糸
屋
の
娘

姉
は
廿
一
妹
は
は
た
ち
妹
欲
し
さ
に
宿
願
か
け
て
伊
勢
へ
七
度
熊
野
へ
三
度

愛

様
へ
は
月
参
り
（
歌
謡
字
数
考
木
遣
節
、
俚
謡
集
神
奈
川
県
木
遣
歌
）

幕
末
流
行
の
鎌
倉
節
も
こ
れ
な
り
、
江
戸
端
唄
に
も
取
ら
る
。
義
太
夫
に

「
姉
は
廿
一
妹
は
廿

糸
桜
本
町
育
」
あ
り

何
の
ど
こ
ど
こ
の
「
糸
屋
」
に
若
い
「
姉
妹
」
が
居
る
こ
と
は
唄
わ
れ
て
い
る
も

の
の
、「
起
承
転
結
」
の
俗
謡
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
「
糸いと
桜ざくら
本ほん

町
ちょう

育そだち
」８

）

も
同
様
で
あ
る
。
本
作
は
紀きの
上じょう
太た
郎ろう
の
作
品
（
一
七
七
七
﹇
安
永
六
﹈
年
三
月
、

初
演
）
。
確
か
に
糸
屋
の
姉
妹
を
め
ぐ
る
物
語
で
は
あ
る
が
、
今
問
題
に
し
て
い
る

「
起
承
転
結
型
」
の
唄
と
は
方
向
が
異
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、「
糸
桜
本
町
育
」
に
つ
い
て
。『
江
戸
時

代
語
辞
典
』（
二
○
○
八
年
）
の
「
い
と
や
の
む
す
め
【
糸
屋
の
娘
】」
の
項
で
用
例

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
奈な
蒔まけ
野の
馬ば
乎か
人ひと
「
右みぎの
通とおり
慥
而
たしかに
うそ

多
しつかり

雁がん
取とり
帳ちよう
」９

）

一
七

八
三
年
）
。
作
中
で
は
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

・
ち
と
北
の
遊
び
に
誘
わ◆

れ
、
揚
屋
丁
の
伊
勢
屋
と
い
ふ
茶
屋
に
て
楽
し
み
、

竹
屋
の
歌
菊
と
い
へ
る
突つき
出だ
し
に
馴
染
み
、
初
会

裏
の
お
定
ま
り
よ
り
、

い
つ
来
な
ん
す
が
数
重
な
り
、
互
い◆

に
末
の
事
迄
話
し
合
し
が
、
此
伊
勢
屋

の
喜
八
と
い
ふ
者
頼
も
し
き
奴
に
て
、「
た
と
へ
主ぬし
が
か
ぶ
り
な
す
つ
た
ら
、

其
時
は
、
糸
屋
の
娘
で
は
ね
へ
が
、
店たな
請う
け
は
わ
た
く
し
で
、
御
新
造
様
は

歌
様
さ
」

「
糸
屋
の
娘
」
に
関
す
る
「
注
」
は
、
先
の
「
糸
桜
本
町
育
」
を
以
て
説
明
し
て

い
る
。

先
の
斎
藤
論
を
紹
介
す
る
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
起
承
転
結
型
」
の
俗
謡
は
、

江
戸
末
期
に
は
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
深ふか
沢ざわ
高たか
直なお
（
菖しょう
庵あん
）『
賤しず
が
歌うた

袋ぶくろ
』10

）

一
八
二
二
年
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
節
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

・

京
の
三
条でう
呉
服
屋
の
娘
姉
は
十じふ
八はち
、

妹
ハ
十じふ
五ご
。
諸しよ
国こく
諸しよ
大だい
名みやうハ
、
弓ゆみ
矢や
で
殺
す
。

姉あね
と
妹いもとは
、
目め
で
こ
ろ
す

起き
承しやう
転てん
合がふ
そ
な
は
れ
バ
詩
作
の
心
得
に
な
る
歌
也
。
目
で
殺
さ
れ
て
。
労らう

さい
の
病
を
求
む
る
事
な
か
れ
。
弓
矢
よ
り
お
そ
ろ
し
き
ハ
真しん
水すゐ
の
宝たから
を
奪

る
ゝ
ぞ
か
し

後
世
の
も
の
と
は
若
干
、
語
句
が
異
な
り
、「
糸
屋
」
で
は
な
く
「
呉
服
屋
」
で

あ
り
、
姉
妹
は
「
十
八
」
と
「
十
五
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
起
承
転
結
」
を

当
時
は
「
起
承
転
合
」
と
も
言
っ
た
が
、
著
者
菖
庵
は
、「
詩
作
の
心
得
」
と
言

う
ば
か
り
で
、
こ
の
俗
謡
の
作
者
な
ど
は
示
し
て
い
な
い
。「
真
水
の
宝
」
と
は

七
〇

「
起
承
転
結
」
と

糸
屋
の
娘

を
め
ぐ
っ
て
（
三
谷

憲
正
）



定
か
で
は
な
い
が
（
心
中
の
宝
玉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
）、「
労

」

す
な
わ
ち
神
経
の
病
（
例
え
ば
恋
の
病
）
な
ど
に
掛
か
ら
ぬ
よ
う
に
と
い
う
方
に

力
点
を
置
い
て
例
歌
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る

糸
屋
の
娘

前
節
に
引
用
し
た
『
賤
が
歌
袋
』
に
続
き
、
明
治
に
な
っ
て
早
い
時
期
に
記
録

と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
斎
藤
氏
が
指
摘
し
た
大おお
田た
才さい
次じ
郎ろう
の
『
新しん
世せい
語ご
』11

）

一
八

九
二
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
に
「
星
厳
せいがん

起
承
転
結
の
義
を
説
く
」
と
い
う
一
節

が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
やな

川がわ
星
巌
一
時
詩
名
を
以
て
海

内

（かいだい）
に
振
□
（
一
字
不
明12

））
せ
り
。
或
人
詩
の

起
承
転
結
の
義
に
苦
し
む
も
の
あ
り
。
星
巌
に
就（つ）き
て
之
を
正
す
。
星
巌
曰

く
。
そ
れ
は
容
易
の
事
な
り
。
俗
歌
に
「
京
都
三
条
の
糸
屋
の
娘
。
姉
は
十

六
妹
は
十
四
。
諸
国
諸
大
名
は
刀
で◆

殺
す
。
糸
屋
の
娘
は
目
で◆

殺
す
」
と
、

あ
り
。
起
承
転
結
の
義
は
、
此
の
意
そ◆

と
言
ひ
け
れ
は◆

、
聞
く
者
始
め
て
釈

然
と
し
て
悟
り
ぬ
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
こ
の
俗
謡
が
、
幕
末
の
漢
詩
人
で
あ
り
、
勤
王

の
志
士
と
し
て
名
声
の
あ
っ
た
、

川
星
巌
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
結
び
つ
き
は
よ
り
著
名
な
人
物
へ
と
移
っ
て
い
く
。
先
の
『
新

世
語
』
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
乗のり
附つけ
春しゅん
海かい
編
『
古こ
今こん
各かく
体たい
作
詩
軌
範13

）

』（
一
八
九

三
年
）
で
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

・「
五
言
絶
句
」

又
頼
山
陽
翁
カ
初
学
者
ニ
、
絶
句
法
ヲ
示
ス
ニ
ハ
、
此（こ）
ノ

今
様
ヲ
以
テ
ス
ト
云
フ
。

起
句

大
坂◆

本
町
糸
屋
の
む
す
め

承
句

姉
ハ
十
六
い
も
と
ハ
十
四

転
句

諸
国
諸
大
名
ハ
刀
て
斬
る
か

（
絶ママ
句）

い
と
屋
の
娘
ハ
目
て
殺
す

是
レ
、
絶
句
作
法
ノ
捷

径

（しょうけい）ナ
ラ
ン
。
第
三
句
ニ
実
事

（じつじ）
ヲ
述
へ
キ
ハ
、
前
ニ

載
ス
ル
古
人
ノ
論
ヲ
見
テ
、
悟
ル
ヘ
シ
。（
適
宜
、
句
読
点
を
補
う
）

無
論
、
頼
山
陽
と
言
え
ば
、
広
島
藩
儒
頼
春
水
の
長
男
。
勤
王
家
で
あ
り
、
尊
王

攘
夷
の
思
想
を
作
り
上
げ
た
『
日
本
外
史
』
の
著
者
と
し
て
有
名
な
人
物
。
ま
た

京
都
で
は
賀
茂
川
沿
い
に
あ
る
書
斎
「
山
紫
水
明
処
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
絶
句
の
起
承
転
結
を
学
ぶ
「
捷
径
」、
す
な
わ
ち
絶
好
の
近
道
と
し

て
こ
の
俗
謡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
頼
山
陽
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
解
説14

）

が
続
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う

な
中
で
、
当
時
の
辞
典
類
に
も
混
乱
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
な
妙
な

説
明
の
仕
方
を
し
た
資
料
も
あ
る
。

熊くま
代しろ
彦ひこ
太た
郎ろう
編
（
幸
田
露
伴
校
閲
）『
俚り
諺げん
辞
典15

）

』（
一
九
〇
六
年
）

・「
諸
国
諸
大
名
は
弓
矢
で
殺
す
、
京
都
糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す
。」

諸
侯

は
弓
矢
を
以
て
人
を
殺
す
が
京
都
糸
屋
の
娘
は
秋
波
を
以
て
人
を
悩
殺
せ
し

む
と
な
り
。
往
時
京
都
の
糸
屋
に
美
人
あ
り
し
な
ら
ん
。
頼
山
陽
子
弟
に
詩

の
作
法
、
起
承
転
結
を
教
ふ
る
に
常
に
左
の
俚
謡
を
以
て
せ
り
と
。（
起
）

大
阪◆

本
町
糸
屋
の
娘
。（
承
）
姉
は
十
六
妹
は
十
四
。（
転
）
諸
国
諸◆

大
名
は

弓
矢
で
殺
す
。（
結
）
糸
屋（マ
娘マ）
は
目
で
殺
す
。

七
一

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）



「
俚
諺
」
の
項
目
は
「
…
…
京
都
糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

京
都
に
あ
る
糸
屋
の
娘
は
「
秋
波
」
と
い
う
媚
び
を
含
ん
だ
流
し
目
で
男
を
虜
に

し
て
し
ま
う
と
説
明
。
著
者
は
「
京
都
の
糸
屋
に
美
人
あ
り
し
な
ら
ん
」
と
言
っ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
例
歌
と
し
て
の
「
俚
謡
」
は
「
大
阪
本
町
」
の
「
糸

屋
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
時
代
に
は
既
に
混
乱
が
始
ま
っ
て

い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
漢
詩
、
絶
句
の
「
起
承
転
結
」
と
は
関
係
な
く
、
こ
の
俗
謡
は
脈
々

と
唄
い
つ
が
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前まえ
田だ
林りん
外がい
編
の
『
日
本

民
謡
全
集

（
続
編16

）

）』（
一
九
〇
七
年
）
に
は
次
の
よ
う
な
「
雑
謡
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。

・「
雑
謡

京
都
」

京
都
三
条
の
糸
屋
の
娘
、
姉
が
二
十
一
妹
が
二
十
は
た
ち

諸
国

諸
大
名
は
刀
で
殺ころ
す
、
糸
屋
の
娘
は
目め
で
殺ころ
す
」
（ママ）

こ
う
し
た
「
俚
謡
・
俗
謡
」
の
水
脈
は
以
下
大
正
期
の
資
料
で
あ
る
が
、
次
の

中なか
川がわ
愛あい
氷ひょう
『
気
の
利
い
た
唄17

）

』（
一
九
一
五
年
）
に
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

・「
糸
屋
の
娘
」

本ほん
町ちやう
二
丁ちやう
目め
の
糸いと
屋や
の
娘むすめ、
姉あね
は
二
十
六

妹いもと
は
廿
歳
は
た
ち

、

諸しよ
国こく
諸しよ
大だい
名みやう
は
弓ゆみ
矢や
で
殺ころ
す
、
糸いと
屋や
の
娘むすめ
は
目め
で
殺ころ
す
、
或
詩
人
、
之
を

起
承
転
合
の
作
詩
法
秘
訣
と
し
て
流
用
す
、
成
程
転
句
突
飛
に
て
、
然
も
着

想
面
白
し
、
上
半
鎌
倉
節
と
な
る
、
こ
れ
を
唄
ふ
に
名
人
花
園
一
声

（はなぞのいっせい）
あ
り

こ
こ
で
採
録
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
「
気
の
利
い
た
唄
」
な
の
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
副
次
的
に
「
作
詩
法
秘
訣
」
と
し
て
「
流
用
」
さ
れ
て
い
る
に
し

か
過
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
の
仕
方
が
さ
れ
て
い
る
。

五

昭
和
期
に
お
け
る

糸
屋
の
娘

と
は
言
え
、
や
は
り
漢
詩
、
特
に
絶
句
の
教
授
の
場
で
は
、
明
治
期
来
の
新
味

の
な
い
焼
き
直
し
の
説
が
続
く
。
そ
の
例
と
し
て
塩しおの谷や
温おん
『
唐
詩
三
百
首
新
釈18

）

』

（
一
九
二
九
年
）
を
見
て
み
た
い
。

・「
五
言
絶
句
」

起
・
承
・
転
・
結
の
作
法
さくはふ

に
就
い
て
名
高
い
笑せう
話わ
が
あ
る
。

昔
山
陽
先
生
が
或ある
人
の
問
に
答
へ
、
左さ
の
俗ぞく
歌か
を
引
い
て
説
明
さ
れ
た
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。

大おほ
阪さか
本ほん
町まち
糸いと
屋や
の
娘むすめ

姉あね
は
十
六

妹
いもうとは

十
四

諸しよ
国こく
諸しよ
大だい
名みやうは
弓ゆみ
矢や
で
殺ころ
す

糸いと
屋や
の
娘むすめは
眼め
で
殺ころ
す

第
一
句
「
大
阪
本
町
糸
屋
の
娘
」
は
一
首
の
発
端
で
あ
る
。
第
二
句
は
糸
屋

の
娘
を
承（う）
け
て
、「
姉
は
十
六
、
妹
は
十
四
」
と
細
か
に
説
明
を
加
へ
て
あ

る
。
是これ
が
起

承
の
法
で
あ
る
。
第
三
句
は
糸
屋
の
娘
と
少
し
も
関
係
の
な

い
諸
国
諸
大
名
を
引
き
、
し
か
も
弓
矢
で
殺
す
と
い
ふ
に
至
つ
て
は
、
全
く

人
の
意
表
に
出
て
、
頗すこぶる
唐
突
な
る
が
如
く
に
し
て
実
は
然さ
う
で
な
い
。
そ

の
意
は
第
四
句
に
連つらなり
「
糸
屋
の
娘
は
眼
で
殺
す
」
と
い
ひ
、
直
接
前
句
の

語
を
承
け
、
且かつ
第
一
句
と
第
二
句
の
糸
屋
の
娘
を
睨にら
ん
で
、
全
体
の
意
を
結

ん
で
あ
る
。
是これ
が
転

結
で
あ
る
。
要
之

えうするに
起
・
承
・
転
・
結
は
自
然
の
法
則

で
あ
る
。
一
句
二
句
で
同
一
の
意
味
を
叙
し
来
れ
ば
、
第
三
句
に
至
つ
て
は

勢いきほひ
転
じ
て
他
の
意
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而しか
し
て
折
角
転
句
が
う
ま

く
転
じ
て
も
、
肝
腎
かんじん

の
結
句
が
続
か
な
け
れ
ば
い
か
に
も
唐
突
で
下
に
連つらなら

七
二

「
起
承
転
結
」
と

糸
屋
の
娘

を
め
ぐ
っ
て
（
三
谷

憲
正
）



ず
、
且
全
体
が
収
ま
ら
な
い
。
是こ
れ
結
句
の
最
も
難
き
所
以
ゆ
ゑ
ん

で
あ
る
。

同
様
の
説
は
受
け
継
が
れ
、
こ
こ
で
は
頼
山
陽
の
話
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
降
明

治
期
と
同
様
、

川
星
巌
に
も
仮
託
さ
れ
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る19

）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
文
章
を
書
く
技
法
と
し
て
向むか
井い
敏さとし
氏
は
『
文
章
読

本20
）

』（
一
九
八
八
年
）
で
次
の
よ
う
に
そ
の
特
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

・
文
章
の
組
み
立
て
方
に
つ
い
て
は
、「
序
論
｜
本
論
｜
結
論
」
と
い
っ
た
単

純
な
も
の
か
ら
、「
正
｜
反
｜
合
」
の
弁
証
法
的
構
成
に
い
た
る
ま
で
、
古

来
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
行
わ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
文
章
を
駆
動
さ
せ
る
機
能

と
い
う
面
か
ら
見
て
最
も
効
果
的
な
構
成
の
法
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
起
承
転

結
の
法
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。

先
に
掲
出
し
た
高
崎
論
と
は
異
な
り
、
向
井
氏
は
「
起
承
転
結
」
を
文
章
を
書
く

際
の
「
最
も
効
果
的
な
構
成
法
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。
確
か
に
柳

田
国
男
の
論
考
な
ど
は
先
の
趣
旨
と
は
一
見
無
関
係
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
話
題
が

出
て
き
て
戸
惑
う
も
の
の
、
そ
れ
が
後
で
先
の
事
柄
に
結
び
つ
く
あ
り
方
は
学
ぶ

べ
き
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
お
そ
ら
く
こ
の
構
成
法
は
司
馬
遼
太
郎
氏

の
文
章
に
も
当
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
）。

向
井
氏
は
続
け
て
こ
の
よ
う
に
「
起
承
転
結
」
を
紹
介
す
る
。

・
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
漢
詩
に
な
ら
っ
て
、
今
様
、
連
歌
、
俳
諧
、
俗
謡
な

ど
に
も
広
く
起
承
転
結
の
構
成
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
か
ら
、
国
文
学
史

を
少
し
さ
か
の
ぼ
れ
ば
恰
好
の
例
が
い
く
ら
も
見
つ
か
る
が
、
な
か
で
も
典

型
的
な
の
は
、
頼
山
陽
が
唐
詩
の
起
承
転
結
の
要
領
を
教
え
る
た
め
に
し
ば

し
ば
例
に
引
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
俗
謡
で
あ
ろ
う
。

大
坂◆

本ほん
町まち
糸
屋
の
娘

姉
は
十
六
妹
が
一
五

諸
国
諸
大
名
は
弓
矢
で
殺
す

紅◆

屋◆

の
娘
は
眼
で
殺
す

第
一
句
は
唄
の
主
人
公
で
あ
る
姉
妹
の
素
性
を
示
し
（
起
）、
第
二
句
は
そ

れ
を
承う
け
て
姉
妹
の
年
恰
好
に
も
触
れ
（
承
）、
第
三
句
で
は
い
き
な
り
物

騒
な
話
柄

（わへい）
を
持
ち
出
し
て
興
を
つ
の
ら
せ
（
転
）、
そ
し
て
第
四
句
で
そ
の

無
骨
な
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
本
筋
に
取
り
込
み
、
色
っ
ぽ
く
い
な
し
て
う
た

い
お
さ
め
る
（
結
）。

四
句
目
「
紅
屋
の
娘
は
眼
で
殺
す
」
は
お
そ
ら
く
「
糸
屋
の
娘
は
」
の
誤
植
か
と

思
わ
れ
る
が
、「
無
骨
な
イ
メ
ー
ジ
」
対
「
色
っ
ぽ
く
い
な
し
て
」
と
い
う
見
方

は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
氏
は
こ
の
唄
の
来
歴
を
こ
の
よ
う
に
推
察
し
て
い
る
。

・
こ
の
唄
、
元
来
は
江
戸
の
産
ら
し
く
、「
お
江
戸
本ほん
町ちよう
糸
屋
の
娘
（
ま
た
は
、

本
町
二﹅
丁
目
糸
屋
の
娘
）、
姉
は
二
十
一
妹
は
は
た
ち
、
諸
国
大
名
は
弓
矢

で
殺
す
（
ま
た
は
、
諸
国
諸
大
名
は
刀
で
斬
る
が
）、
糸
屋
の
娘
は
眼
で
殺

す
」
の
形
で
も
流
布
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
元
唄
か
と
思

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
起
承
転
結
と
い
う
構
成
の
妙
を
こ
れ
ほ
ど
う

ま
く
生
か
し
た
唄
も
珍
し
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
本
町
」
へ
の
指
摘
で
あ
る
。「
本ほん
町ちよう」
と
読
ん
だ

時
に
は
「
江
戸
」
の
「
本
町
」
で
あ
り
、「
本ほん
町まち
」
と
訓
し
た
時
に
は
「
大
坂

（
阪
）」
を
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

え
原ばら
退たい
蔵ぞう
（
尾お
形がたつとむ
編
）『
江
戸
時
代
語
辞
典21

）

』（
二
○
○
八
年
）
に
は
次
の
よ
う

七
三

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）



な
説
明
が
あ
る
。

・
い
と
や
の
む
す
め
【
糸
屋
の
娘
】

手
鞠
歌
や
俗
謡
に
歌
わ
れ
た
、
江
戸
本

町
二
丁
目
（
中
央
区
日
本
橋
本
町
内
）
の
糸
屋
に
い
た
と
い
う
美
し
い
姉
妹
。

「
江
戸
本
町
」
と
言
え
ば
、
当
時
も
随
一
の
繁
華
街
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
本
町
」

が
大
坂
に
も
あ
り
、
そ
こ
へ
と
連
想
が
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

六

お
わ
り
に
｜
小
括
と
し
て

以
上
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

合
い
の
手
（
掛
け
声
や
手
拍
子
）
を
中
心
と
し
て

糸
屋
の
姉
妹

を
織
り

込
ん
だ
、
歌
舞
音
曲
が
江
戸
の
早
い
段
階
に
あ
っ
た
。

次
に
合
い
の
手
を
除
い
て
、
七
音
五
音
を
使
っ
て
洗
練
さ
れ
た
「
○
○
▽
▽

糸
屋
の
娘
…
…
」
と
い
う
唄
が
で
き
た
。

そ
れ
が
江
戸
末
期
に
な
り
、
絶
句
の
作
り
方
「
起
承
転
結
」
の
例
に
も
使
え

る
と
考
え
ら
れ
た
。

明
治
に
な
り
、
こ
の
俗
謡
を
説
明
の
材
料
と
し
て
使
用
し
た
漢
学
者
（
あ
る

い
は
漢
詩
人
）
が
、

川
星
巌
、
あ
る
い
は
頼
山
陽
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ほ
ぼ
以
上
で
「
小
括
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

な
ぜ
「
糸
屋
」
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
は
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版22

）

）
の
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

・「
い
と
・
や
【
糸
屋
】」

糸
類
を
売
る
店
。
ま
た
、
売
る
人
。
特
に
近
世
、

京
都
の
小
川
通
り
一
条
上
ル
付
近
の
店
が
顕
著
で
、
そ
の
売
り
子
は
売
色
も

し
た
。

・「
い
と
や
・
も
の
【
糸
屋
者
】」

糸
を
売
る
店
に
雇
わ
れ
て
い
る
売
子
の
女
。

近
世
、
売
色
を
す
る
者
が
多
か
っ
た
。

こ
こ
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、「
糸
屋
の
娘
」
の
根
底
に
は
、
単
に
「
起
承
転
結
」

を
説
明
す
る
た
め
の
例
歌
で
は
な
い
、
も
う
一
つ
別
の
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る23

）

。

〔
注
〕

１
）山
中
桂
一
『
日
本
語
の
か
た
ち
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
﹇
平
一
○
﹈

年

一
月
二
六
日

）。﹇
一
八
一
頁
﹈

２
）『
落
葉
集
』（
一
七
〇
四
﹇
元
禄
一
七
（
宝
永
元
）﹈

年
三
月
。
た
だ
し
、
引
用
は
高たか
野の

辰たつ
之ゆき
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
六
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
﹇
昭
三
五
﹈

年
三
月

二
五
日

、
に
よ
る
）。﹇
四
六
二
頁
﹈

な
お
、
こ
の
「
糸
屋
娘
踊
」
は
『
端
唄
部
類

三
編
』（
一
八
六
〇
〜
四
﹇
万
延
元

〜
元げん
治じ
二
﹈

年
。
た
だ
し
、
引
用
は
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
九
、
東
京

堂
出
版
、
一
九
六
〇
﹇
昭
三
五
﹈

年
一
二
月
一
五
日

、
に
よ
る
）
に
も
「
本ほん
町ちやう
二◆

丁
目

の
ナ
ア
、
〳
〵
〳
〵
ヨ
ヲ
ヽ
イ
い
と
や
の
娘
姉
は
二
十
一
イ
い
も
と
は
は
ア
ヽ
ア

た
ア
ヽ
ち

妹いもと
ヲ
ほ
し
さ
に
ナ
ア
ヽ
ハ
ヽ
〳
〵
〳
〵
ナ
ア
、
〳
〵
ヨ
ヲ
ヽ
イ
〳
〵

い
せ
へ
な
ヽ
た
び
く
ま
の
へ
さ
ア
ん
ど
あ
ア
た
ご
さ
ん
へ
は
ハ
ア
ヽ
へ
つ
ウ
き
ま

ア
い
り
。」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。﹇
四
八
一
頁
﹈

３
）菊
池
真
一
「「
糸
屋
の
娘
」
考
」（『
甲
南
国
文
』
第
五
一
号
、
甲
南
女
子
大
学
国

語
国
文
学
会
、
二
○
○
四
﹇
平
一
六
﹈

年
三
月
一
〇
日

）。
﹇
三
五
頁
﹈

４
）高
松
正
毅
「「
起
承
転
結
」
小
考
」（『
高
崎
経
済
大
学
論
集
』
第
四
六
巻
第
四
号
、

高
崎
経
済
大
学
経
済
学
会
、
二
○
○
四
﹇
平
一
六
﹈

年
三
月
二
六
日

）。﹇
一
二
一
頁
﹈

５
）斎
藤
希
史
「
起
承
転
結
」（『
Ｕ
Ｐ
』
第
四
五
巻
第
七
号
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二

○
一
六
﹇
平
二
八
﹈

年
七
月
五
日

）。﹇
五
六
〜
七
頁
﹈・﹇
五
九
頁
﹈

６
）近
松
門
左
衛
門
『
卯
月
紅
葉
』（
一
七
○
六
﹇
宝
永
三
﹈

年
初
演
。
た
だ
し
引
用
は
、

七
四

「
起
承
転
結
」
と

糸
屋
の
娘

を
め
ぐ
っ
て
（
三
谷

憲
正
）



新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
75
『
近
松
門
左
衛
門
集
②
』、
小
学
館
、
一
九
九
八
﹇
平

一
○
﹈

年
五
月
一
日

、
に
よ
る
）。﹇
八
六
頁
﹈・﹇
八
八
〜
九
頁
﹈

７
）『
松
の
落
葉
』（
一
七
一
○
﹇
宝
永
七
﹈

年
九
月
刊
。
藤
田
徳
太
郎
校

『
松
の
葉
』

〔
岩
波
文
庫
〕、
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
﹇
昭
六
﹈

年
一
一
月
三
○
日

、
に
よ
る
）。﹇
一

○
二
〜
三
頁
﹈

８
）「
糸いと
桜ざくら
本ほん
町ちょう
育そだち」（
田た
川がわ
邦くに
子こ
他
校
訂
『
江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』
所
収
、
国
書

刊
行
会
、
一
九
八
九
﹇
平
一
﹈

年
四
月
二
○
日

）
に
は
、「
江
戸
本
町
二
丁
目
の
糸
屋

姉
妹
（
お
房
・
小
糸
）
と
左
七
（
神
原
左
五
郎
）、
姉
妹
の
兄
中
根
屋
綱
五
郎
と

傾
城
花
咲
の
、
各
々
の
恋
愛
模
様
を
、
赤
城
家
家
宝
小
倉
色
紙
の
紛
失
騒
動
に
か

ら
め
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。」
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。﹇
四
七
四
頁
﹈

９
）奈
蒔
野
馬
乎
人
『
右
通
慥
而

多
雁
取
帳
』（
一
七
八
三
﹇
天
明
三
﹈

年
刊
。
た
だ

し
引
用
は
棚たな
橋はし
正まさ
博ひろ
他
注
解
『
黄
表
紙

川
柳

狂
歌
』〔
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
79
〕（
小
学
館
、
一
九
九
九
﹇
平
一
一
﹈

年
八
月
二
○
日

、
に
よ
る
）。﹇
四
六
〜
七
頁
﹈

10
）深
沢
高
直
（
菖
庵
）『
賤
が
歌
袋
』（
一
八
二
二
﹇
文
政
五
﹈

年
一
月
〜
翌
年
八
月
刊
。

た
だ
し
引
用
は
藝
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
五
巻
、
三
一

書
房
、
一
九
七
三
﹇
昭
四
八
﹈

年
一
二
月
一
五
日

。
な
お
小お
野の
恭みつ
靖やす
編
『
近
世
流
行
歌

謡
』〔
笠
間
索
引
叢
刊
124
〕、
笠
間
書
院
、
二
○
○
三
﹇
平
一
五
﹈

年
二
月
二
八
日

、
に

も
所
収
）。﹇
八
五
八
頁
﹈

11
）大
田
才
次
郎
『
新
世
語
』（
有
則
軒
、
一
八
九
二
﹇
明
二
五
﹈

年
五
月
二
○
日

。
た
だ
し

引
用
は
、

国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
る
）。﹇
二
九

頁
﹈

12
）「
一
字
不
明
」
の
箇
所
、
既
出
の
斎
藤
氏
は
、「
日
」
偏
に
「
暴
」
と
読
ん
で
い

る
（「
曝
」）。

13
）乗
附
春
海
編
『
古
今
各
体

作
詩
軌
範
』〔
文
学
叢
書

第
五
編
〕（
穎えい
才さい
新
誌
社
、

一
八
九
三
﹇
明
二
六
﹈

年
三
月
二
七
日

。
た
だ
し
引
用
は
、

国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
る
）。﹇
二
七
〜
八
頁
﹈

14
）宮みや
崎ざき
来らい
城じょう
『
漢
詩
自
在

作
詩
術
』（
大
学
館
、
一
九
○
三
﹇
明
三
六
﹈

年
七
月

七
日

）。

・「
絶
句
」

ま
た
頼
山
陽
は
初
学
の
徒
ニ
、
結◆

句
法
を
示
す
に
、
今
様
を
以
て

し
た
こ
と
が
有
る
さ
う
な◆

大
阪
本
町
の
糸
屋
の
娘

糸
屋
の
娘
で
筆
を
起
し
た
、
此
れ
起
句
、

姉
が
十
六
妹
は
十
四

而（し）か
も
其
娘
は
姉
妹
で
有
る
、
齢
は
十
六
と
十
四
で
有
る
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ

て
上
句
を
承
け
た
、
此
れ
承
句
、◆

諸
国
諸
大
名
は
刀
で
斬
る
が

糸
屋
の
娘
に
何
の
関
係
も
な
い
諸
侯
の
こ
と
を
出
し
た
、
此
れ
転
句
、

い
と
屋
の
娘
は
目
で
殺
す

糸
屋
の
娘
は
の
五
字
を
出
し
て
起
句
、
承
句
を
顧
（かえり）み

、
目
で
殺
す
に
四
字
を

出
し
て
転
句
を
顧
み
、
以
て
全
篇
を
収
束
し
た
、
此
れ
結
句
。﹇
二
七
五
〜
六
頁
﹈

○
室むろ
直なお
哉や
編
『
作
法
詳
解

漢
詩
独
習
』（
大
学
館
、
一
九
○
六
﹇
明
三
九
﹈

年
一
二
月

二
三
日

）。

・「
起
承
転
結
ノ
解
釈
」

昔
頼
山
陽
ガ
初
学
ノ
徒
ヲ
教
ヘ
ル
ニ
、
当
時
流
行

シ
タ
俗
曲
ヲ
挙
ゲ
タ
ト
イ
フ
コ
ト
デ
ア
ル
ガ
、
適
切
ノ
ヤ
ウ
ニ
思
ハ
ル
ゝ
カ
ラ
、

左サ
ニ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
。

京
の
三
条
糸
屋
の
娘むすめ

「
糸
屋
ノ
娘
」
ヨ
リ
筆
ヲ
起
シ
タ
カ
ラ
之
ガ
起
句
デ
ア
ル
。

姉あね
が
廿
一
妹いもとが
廿

其
娘
ハ
姉
妹
二
人
ニ
テ
年
齢
ハ
廿
一
ト
廿
ト
デ
ア
ル
ト
、
上
句
ノ
意
ヲ
承
ケ
テ

居
ル
カ
ラ
、
之
ガ
承
句
デ
ア
ル
。

諸
国
諸
大
名
は
刀
で
斬
る
が

意
ヲ
転
ジ
テ
上
二
句
ノ
糸
屋
ノ
娘
ニ
関
係
ノ
ナ
イ
「
諸
大
名
」
ノ
コ
ト
ヲ
出
シ

タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
之
ガ
転
句
デ
ア
ル
。

糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す

「
糸
屋
ノ
娘
ハ
」
ノ
八
語
ヲ
以
テ
、
起
承
ノ
二
句
ニ
応
ジ
「
目
デ
殺
ス
」
ノ
五

語
ヲ
以
テ
、
転
句
ノ
「
刀
デ
斬
ル
」
ニ
応
ジ
、
全
篇
ヲ
結
ン
デ
居
ル
カ
ラ
、
之

ガ
結
句
デ
ア
ル
。（
適
宜
、
カ
ギ
括
弧
、
句
読
点
を
補
う
）﹇
六
〜
八
頁
﹈

15
）熊くま
代しろ
彦ひこ
太た
郎ろう
編
（
幸
田
露
伴
校
閲
）
『
俚り
諺げん
辞
典
』（
金
港
堂
、
一
九
○
六
﹇
明
三
九
﹈

年

九
月
一
○
日

）。﹇
二
六
二
頁
﹈

16
）前
田
林
外
編
『
日
本

民
謡
全
集
（
続
編
）』（
本
郷
書
院
、
一
九
〇
七
﹇
明
四
〇
﹈

七
五

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）



年
一
一
月
一
九
日

）。
な
お
、
同
氏
編
『
日
本

民
謡
全
集
（
正
編
）』（
本
郷
書
院
、

一
九
〇
七
﹇
明
四
〇
﹈

年
三
月
一
九
日

）。
に
は
、「
手
鞠
唄

信
濃
国
飯
田
」
と
し
て

次
の
よ
う
な
唄
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

・
本
町
二
丁
目
の
糸
屋
の
娘
姉
は
二
十
一
妹
は
廿
歳
は
た
ち

姉
の
容
色
きりよう

も
吉
野
の
桜
妹
ほ

し
さ
に
御ご
慮りよ
願ぐはん
掛
け
て
一
に
一
天
大
日
如
来
、
二
に
に
わ
と
の
色
神
様
へ
三さん

に
讃
岐
の
金
比
羅
様
へ
四
に
四
国
の
御お
大たい
寺じ
様
へ
、
五いつ
つ
飯
田
の
権
現
様
へ
、

六ろく
に
六
角
堂
の
六
地
蔵
様
へ
、
七
に
七
面
様
へ
、
八やつ
つ
八や
幡はた
の
八はち
幡まん
様
へ
、
九く

に
は
熊
野
の
権
現
様
へ
、
十とう
で
所
の
明
神
様
へ
掛
け
た
御
慮
願
叶かな
は
ぬ
時
は
天

に
昇のぼ
り
て
天てん
蛇じや
と
な
り
て
、
海
に
降くだ
り
て
海かい
蛇じや
と
な
り
て
何な
ん
ぼ
二
人
ふ
た
り

が

迷

添

つれそう（ママ）ま
い
か
」（
芳
川
得
一
氏
報
）﹇
七
九
頁
﹈

17
）中
川
愛
氷
『
気
の
利
い
た
唄
』（
山
陽
堂
、
一
九
一
五
﹇
大
四
﹈

年
五
月
一
五
日

）。﹇
八

一
〜
二
頁
﹈

18
）塩
谷
温
『
唐
詩
三
百
首
新
釈
』（
弘
道
館
、
一
九
二
九
﹇
昭
四
﹈

年
二
月
五
日

）。﹇
三
七

〜
八
頁
﹈

19
）管
見
に
入
っ
た
も
の
は
次
の
よ
う
な
資
料
で
あ
る
。

○
簡かん
野の
道どう
明めい
『
唐
詩
選
詳
説
』（
下
）（
明
治
書
院
、
一
九
二
九
﹇
昭
四
﹈

年
一
一
月

一
日

）。

・「
巻
六

五
言
絶
句
」

起
承
転
結
の
作
法
に
就
い
て
、

川
星
巌
（
一
説
ニ
頼

山
陽
）
は
或
る
人
の
問
に
答
へ
て
、
左
の
俗
謡
を
引
い
て
説
明
し
た
。

京
都
三
条
糸
屋
の
娘

姉
は
十
六

妹
は
十
四

諸
国
諸
大
名
は
弓
矢
で
殺
す

糸
屋
の
娘
は
眼
で
殺
す

第
一
句
は
一
首
の
発
端
で
即
ち
起
句
で
あ
る
。
第
二
句
は
第
一
句
の
糸
屋
の
娘

を
承
け
て
、
細
か
に
説
明
し
た
即
ち
承
句
で
あ
る
。
第
三
句
は
即
ち
転
句
で

「
カ
ラ
リ
」
と
転
じ
て
、
起
承
二
句
と
は
無
関
係
な
諸
国
諸
大
名
は
弓
矢
で
殺

す
と
い
つ
た
の
は
、
頗
（すこぶ）る

唐
突
で
意
外
な
感
じ
が
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
実

は
然さ
う
で
な
い
「
殺
す
」
と
い
ふ
語
を
以
て
、
第
四
句
に
連
続
し
て
糸
屋
の
娘

を
呼
び
起
し
、
以
て
全
体
の
詩
意
を
結
ん
だ
の
で
、
即
ち
結
句
で
あ
る
。﹇
六
九

三
〜
四
頁
﹈

○
宮みや
本もと
光こう
玄げん
（
藤ふじ
村むら
作つくる
校
閲
）『
か
く
し
言
葉
の
字
引
』（
誠
文
堂
、
一
九
二
九
﹇
昭

四
﹈

年
一
一
月
五
日

。
た
だ
し
引
用
は
『
近
代
用
語
の
辞
書
集
成
』
40
、
大
空
社
、

一
九
九
六
﹇
平
八
﹈

年
二
月
二
三
日

、
に
よ
る
）。

・「
め
で
こ
ろ
す

眼
で
殺
す
」

美
女
が
色
眼
を
つ
か
つ
て
男
子
を
悩
殺
す
る

こ
と
を
い
ふ
。
頼
山
陽
が
門
弟
に
詩
句
の
起
承
転
結
の
作
法
を
教
ゆ
る
為
め
に

作
つ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
居
る
文
句
に
、「
大
阪
本
町
糸
屋
の
娘
、
姉
は
二
十
一

妹
は
二
十
歳
、
諸
国
大
名
は
刀
で
殺
す
、
娘
二
人
は
眼
で
殺
す
」
と
い
ふ
の
が

あ
る
。﹇
三
二
三
頁
﹈

〇
近
藤
こんどう

春はる
雄お
『
中
国
学
芸
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
﹇
昭
五
三
﹈

年
一
○

月
二
○
日

）。

・「
き
し
ょ
う
て
ん
け
つ

﹇
起
承
転
結
﹈」

絶
句
の
四
句
の
名
称
。
一
に
起
承

転
合
と
い
う
。
起
句
は
う
た
い
起
こ
す
句
、
承
句
は
そ
れ
を
承
け
る
句
、
転
句

は
両
句
を
う
け
て
意
味
を
転
ず
る
句
、
結
句
は
全
体
を
合
わ
せ
結
ぶ
句
と
い
う

意
。
古
く
は
我
が
国
で
は
そ
の
要
領
を
「
大
阪◆

本
町
糸
屋
の
娘
（
起
句
）、
姉

は
十
六
妹
は
十
四
（
承
句
）、
諸
国
諸◆

大
名
は
弓
矢
で
殺
す
（
転
句
）、
糸
屋
の

娘
は
目◆

で
殺
す
（
結
句
）」
と
い
う
俗
謡
で
教
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
は
頼

山
陽
が
あ
る
人
の
問
に
答
え
て
説
明
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。﹇
一
二
三
頁
﹈

〇
近
藤
春
雄
『
日
本
漢
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
五
﹇
昭
六
○
﹈

年
三
月

二
五
日

）。

・「
京
都
三
条
糸
屋
の
娘
（
き
ょ
う
と
さ
ん
じ
ょ
う
い
と
や
の
む
す
め
）」

江
戸

時
代
の

川
星
巌
が
絶
句
の
起
承
転
結
の
作
法
を
教
え
る
の
に
用
い
た
俗
謡
の

第
一
句
。
俗
謡
に
「
京
都
三
条
糸
屋
の
娘
、
姉
は
十
六
妹
は
十
四
、
諸
国
諸◆

大

名
は
弓
矢
で
殺
す
、
糸
屋
の
娘
は
目
で
殺
す
」
と
あ
る
。
頼
山
陽
も
ま
た
同
じ

く
こ
の
俗
謡
を
用
い
た
が
、
そ
れ
に
は
「
京
都
三
条
」
が
「
大
阪◆

本
町
」
と
あ

る
。（
簡
野
道
明
、
唐
詩
選
詳
説
六
九
三
頁
・
塩
谷
温
、
唐
詩
三
百
首
新
釈
三

七
頁
）﹇
一
七
七
頁
﹈

20
）向
井
敏
『
文
章
読
本
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
八
﹇
昭
六
三
﹈

年
一
一
月
一
五
日

）。﹇
二

一
七
〜
九
頁
﹈

21
）え
原ばら
退たい
蔵ぞう
（
尾お
形がた
つとむ

編
）『
江
戸
時
代
語
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
○
○
八

﹇
平
二
○
﹈

年
一
一
月
三
○
日

）。﹇
一
五
七
頁
﹈

七
六

「
起
承
転
結
」
と

糸
屋
の
娘

を
め
ぐ
っ
て
（
三
谷

憲
正
）



22
）日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
編
集
委
員
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』（
小

学
館
、
二
○
○
○
﹇
平
一
二
﹈

年
一
二
月
二
○
日

）。﹇
一
二
四
八
頁
﹈

23
）そ
れ
は
今
も
な
お
地
下
の
水
脈
を
流
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
興
味
深
い
テ
イ
ス

ト
の
作
品
を
多
く
発
表
し
て
い
る
、
現
代
作
家
宮みや
木ぎ
あ
や
子
氏
の
「
星
の
王
様
」

（
書
き
下
ろ
し
、『
ヴ
ィ
オ
レ
ッ
タ
の

骨
』
所
収
、
河
出
書
房
新
社
、
二
○
一

七
﹇
平
二
九
﹈

年
九
月
三
○
日

）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
弌いち
花か
」
と

「
双ふた
葉ば
」
と
い
う
二
十
歳
の
（
お
そ
ら
く
姉
妹
だ
と
思
わ
れ
る
）「
売
春
婦
」
の

物
語
で
あ
る
。

・
表
向
き
、
う
ち
は
糸
屋
で
あ
る
。
色
と
り
ど
り
の
、
素
材
も
様
々
の
、
太
さ
も

長
さ
も
あ
れ
こ
れ
豊
富
な
糸
を
店
先
で
売
っ
て
い
る
。
隣
は
お
茶
屋
だ
。
花
街

的
な
意
味
の
お
茶
屋
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
店
先
で
茶
葉
と
海
苔
を
売
っ
て
い

る
。
そ
ん
な
表
向
き
あ
り
ふ
れ
た
店
が
十
二
軒
、
軒
を
連
ね
て
い
る
。
う
ち
四

軒
は
も
う
誰
も
お
ら
ず
戸
が
開
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
界
隈
の
ど
の
家
も
間
口

は
狭
く
、
奥
行
き
が
あ
る
。
奥
の
座
敷
で
客
を
取
る
か
ら
。
東
南
ア
ジ
ア
の
売

春
宿
な
ど
は
こ
う
い
う
作
り
な
の
だ
そ
う
だ
。
見
た
目
は
た
だ
の
売
店
で
、
や

た
ら
と
奥
行
き
の
あ
る
建
物
で
は
た
い
て
い
女
の
子
を
売
っ
て
い
る
の
だ
と
か
、

誰
か
に
聞
い
た
。﹇
八
五
頁
﹈

〔
付
記
〕本

稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
たw

eb
site

は
以
下
の
と

お
り
で
す
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
岡
島
昭
浩
《
こ
と
ば
会
議
室
》「
起
承
転
結
」

【h
ttp
: //k

o
to
b
a
k
a
i.seesa

a
.n
et /a

rticle /8239445.h
tm
l

】

◇
《
大
垣
地
域
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
西
美
濃
》「
星
巌
は
「
糸
屋
の
娘
」
で
起
承
転
結
を

説
い
た
か
」【h

ttp
: //w

w
w
.n
isim

in
o
.co
m
/n
isim

in
o
/tu

red
u
re /81-

in
d
ex
-

m
sg
.sh
tm
l

】

◇
《
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
》「
起
承
転
結
」

【h
ttp
s: //ja

.w
ik
ip
ed
ia
.o
rg
/w
ik
i /

】

◇
三
条
桜
子
《in

歴
史
雑
学
》

【h
ttp
s: //k

ijid
a
su
.co
m
/?p

＝
50335

】

な
お
、「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
運
営
）

【h
ttp
s: //crd

.n
d
l.g
o
.jp
/referen

ce /

】
で
、「
起
承
転
結
」「
絶
句
」「
糸
屋
」

「
糸
屋
の
娘
」「
目
で
殺
す
」
を
調
べ
て
み
た
が
、
立
項
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
最
終
閲
覧
日

上
記
全
て
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
六
日
）

（
※
な
お
、
漢
字
は
主
と
し
て
通
行
の
字
体
を
使
用
し
た
）

（
み
た
に

の
り
ま
さ

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
八
日
受
理

七
七

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）




