
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）

沼

波

守

　
こ
の
稿
は
、
本
研
究
論
集
第
五
巻
第
一
号
（
昭
和
三
十
三
年
五
月
）
に
載
せ
た
拙
稿
の
続
き
で
あ
る
。

読
返
し
て
み
た
ら
、
大
分
誤
記
や
誤
植
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。

　
　
　
　
頁
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
△
　
　
　
　
　
○

こ
の
稿
を
書
続
ぐ
に
あ
た
り
、
前
稿
を

一
九
六
　
　
一
〇
　
　
　
安
永
五
年
（
＝
七
六
）
は
（
一
七
七
六
）
の
誤
り

一
九
七
　
　
　
九
　
　
　
そ
の
名
も
と
も
に
三
勝
　
の
下
に
「
と
」
を
補
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
△
△
　
　
　
○
○
〇

一
九
八
　
　
　
八
　
　
　
元
禄
八
亥
年
（
一
七
一
　
）
は
（
＝
ハ
九
五
）
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

一
九
九
　
　
　
一
　
　
　
歌
国
が
写
し
た
か
　
は
　
写
し
た
の
か
　
と
「
の
」
を
補
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
九
九
　
　
＝
　
　
　
中
村
屋
安
右
衛
門
の
「
口
上
」
も
皆
年
号
が
　
の
　
年
号
　
を
削
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
九
九
　
　
一
二
　
　
　
日
と
な
っ
て
み
る
の
が
　
の
　
の
が
　
以
下
十
五
行
目
の
　
乍
併
特
別
の
反
証
が
な
い
か
ら
は
　
ま
で
を
削
り
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
「
簑
笠
雨
談
」
に
十
一
月
と
あ
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
妙
で
あ
る
。
さ
て
　
と
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
九
九
　
　
一
五
　
　
　
控
帳
の
写
と
い
ふ
も
の
を
　
の
　
を
以
下
十
六
亜
目
の
最
初
の
八
字
そ
れ
　
ま
で
を
削
っ
て
、
写
と
い
ふ
も
の
に
拠

三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



三
勝
半
開
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
　
と
続
け
る

一
九
九

二
〇
〇

ご
〇
一

二
〇
三

二
〇
三

二
〇
六

二
〇
七

二
〇
九

二
〇
九

二
〇
九

一
二
一

一
二
一

五四五二六四四四一一八五

＝
○

に
拠
っ
て
の
次
に
翻
朝
朗
干
期
を
補
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

咽
を
切
相
果
　
を
　
咽
を
切
、
相
果
　
と
読
点
を
補
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

ほ
ぞ
の
上
一
寸
の
　
下
に
　
計
　
を
補
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ

該
当
す
る
　
の
下
に
　
も
の
　
の
二
字
を
補
ふ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
ら
の
書
置
が
　
の
　
「
が
」
以
下
六
行
目
七
行
目
の
全
部
を
削
り
、
に
就
て
は
、
前
に
引
用
し
た
半
七
か
ら
三

勝
と
平
左
衛
門
と
に
宛
て
た
書
置
の
写
し
の
次
に
、
　
「
右
書
置
封
の
ま
ま
御
番
所
へ
差
上
候
処
、
御
番
所
よ
り
三
か

つ
親
方
へ
直
に
被
建
替
由
、
親
方
に
有
之
を
写
し
候
写
し
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
似
た
や
う
な
経
路
で
、
何
人
か

に
よ
っ
て
写
し
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
　
と
改
め
る

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
○

見
え
ず
　
の
　
ず
　
以
下
を
削
っ
て
　
な
い
。
と
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
　
□

急
て
申
候
　
の
下
に
　
得
　
を
補
ふ

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

三
勝
の
実
弟
　
の
　
実
　
を
削
る

こ
れ
に
よ
る
と
　
以
下
行
の
終
り
ま
で
と
五
行
目
の
最
初
か
ら
中
頃
の
　
や
う
で
あ
る
　
ま
で
を
削
り
　
三
勝
の
母

は
、
三
勝
と
ま
さ
の
助
と
を
連
子
し
て
、
平
左
衛
門
に
嫁
し
た
の
か
、
ま
さ
の
助
は
三
勝
の
母
と
平
左
衛
門
と
の
間

の
子
で
、
三
勝
に
と
っ
て
は
異
父
同
母
弟
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
　
と
改
め
る

そ
し
て
三
勝
の
　
の
　
そ
し
て
、
の
次
に
　
平
左
衛
門
は
　
を
補
ふ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

前
述
の
や
う
に
準
拠
不
明
の
物
で
あ
る
　
を
削
る

金
策
不
能
に
あ
っ
た
事
　
　
の
次
に
　
三
勝
は
始
め
心
中
に
は
不
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
半
七
が
強
硬
に
主
張
す
る
の



一一一一七七五二

五六一一五四圖一

で
、
や
む
を
え
ず
同
意
し
た
事
な
ど
　
を
補
ふ

と
記
し
て
み
る
　
以
下
は
改
行

△
　
　
　
　
　
○

木
茶
や
　
は
　
水
茶
や
　
の
誤
り

　
　
△
　
　
　
　
△
　
　
　
○

記
し
て
馬
琴
　
の
　
て
　
は
　
た
　
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

版
白
墨
齋
の
「
版
」
の
下
に
読
点
を
補
ふ
馬
丁
、
白
墨
齋
と
す
る

半
七
は
度
々
大
阪
に
来
て
、
の
下
に
　
長
町
一
丁
目
の
中
村
屋
を
定
宿
と
し
て
　
を
補
ふ

滞
在
も
し
た
で
あ
ら
う
し
、
の
下
に
　
こ
こ
は
三
勝
の
長
町
四
丁
目
と
は
近
い
所
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
へ

か
く
な
り
は
て
て
ま
み
ら
せ
、
の
　
「
て
」
　
を
一
つ
削
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

見
当
ら
な
い
の
で
　
は
　
な
い
　
で
切
っ
て
、
以
下
を
削
る
。
即
ち
　
見
当
ら
な
い
。
と
す
る

を
補
ふ

三
勝
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
馬
琴
が
「
簑
笠
雨
談
」
に

大
坂
長
町
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
傘
張
多
く
任
り
。
三
勝
が
家
な
り
し
と
い
ふ
傘
屋
、
長
町
東
側
中
程
に
あ
り
。
み
の
や
は
芸
子
の
店
の
名
也
。
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
る

に
叫
名
を
笠
屋
と
い
ふ
よ
し
い
へ
り
。
こ
れ
全
く
附
会
の
説
な
る
べ
し
、
雑
劇
に
て
笠
屋
三
勝
と
作
り
か
へ
た
る
は
、
慶
長
（
「
五
九
六
1
｝
六

　
　
　
　
　
を
ん
な
ま
い
だ
い
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
ね

「
五
）
の
こ
ろ
女
舞
大
頭
の
座
元
な
り
し
笠
屋
三
勝
を
擬
し
た
る
な
り
。
　
（
以
下
女
舞
ノ
笠
屋
三
勝
ノ
考
証
ガ
ア
ル
が
略
ス
）
亦
台
屋
半
七
と
い

ふ
も
の
と
不
義
の
死
を
な
せ
し
三
勝
は
、
　
〔
割
註
〕
大
坂
か
こ
や
町
額
風
呂
次
郎
左
衛
門
が
か
㌧
え
な
り
し
小
さ
ん
と
時
を
曳
く
せ
し
お
三
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

へ
る
湯
女
な
り
と
そ
。
」
し
か
る
を
歌
舞
伎
狂
薔
に
は
、
む
か
し
の
笠
屋
三
勝
が
高
名
を
か
り
て
、
笠
屋
に
み
の
や
対
も
よ
く
、
そ
の
名
も
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
る

三
勝
と
い
へ
ば
、
狂
言
作
者
の
は
た
ら
き
に
て
か
く
は
作
り
な
し
た
る
を
、
後
人
笠
屋
三
勝
が
事
　
を
昂
ず
、
戯
文
の
説
に
泥
み
て
、
三
勝
が
家

は
長
町
の
傘
屋
な
り
し
な
ど
と
い
ふ
附
会
の
説
を
な
す
に
こ
そ
あ
ら
め
。
　
（
下
略
）

　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
三
勝
三
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一

と
記
し
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
馬
琴
を
案
内
し
た
人
は
三
勝
を
芸
者
だ
と
云
っ
た
が
、
馬
琴
は
湯
女
だ
と
の
説
を
持
し
て
み
る
ら

し
い
。

　
「
南
水
漫
遊
」
初
篇
二
の
巻
、
　
「
小
三
金
五
郎
説
」
の
条
に
、

　
　
或
人
智
和
国
五
条
茜
屋
半
七
と
い
ふ
も
の
と
相
対
死
せ
し
三
勝
も
、
大
阪
か
ご
や
書
紀
風
呂
の
か
、
え
に
て
、
小
さ
ん
と
時
を
同
じ
く
せ
し
お
三

　
　
と
い
へ
る
湯
女
也
と
い
へ
る
は
忘
（
妄
ノ
誤
ヵ
）
説
に
し
て
、
三
勝
二
七
の
事
は
三
の
巻
に
記
す
。
金
五
郎
の
彊
年
元
禄
年
間
と
は
見
ゆ
れ
共
、

　
　
い
つ
れ
の
年
と
も
さ
だ
か
な
ら
ず
。
三
勝
占
卜
の
心
中
は
元
禄
八
年
乙
亥
十
二
月
七
日
に
て
、
額
の
小
三
も
同
時
と
あ
れ
ば
、
金
五
郎
の
獲
年
も

　
　
元
禄
八
年
欺
。

と
あ
る
。
右
の
「
或
人
」
と
あ
る
の
は
馬
琴
の
事
ら
し
い
。
と
い
ふ
の
は
同
書
初
編
四
の
巻
「
三
勝
半
七
墓
」
の
条
に
、
前
に
引
い

た
「
簑
笠
雨
談
」
の
殆
ん
ど
全
文
を
記
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
「
忘
（
妄
）
説
し
と
い
ふ
の
は
、
三
勝
が
か
ご
や
町
議
風
呂
の
湯
女
で

あ
っ
た
と
い
ふ
事
を
指
し
て
み
る
ら
し
い
が
、
そ
の
証
拠
を
挙
げ
て
み
な
い
の
で
、
何
に
拠
っ
て
の
言
で
あ
る
か
は
解
ら
な
い
し
、

湯
女
で
な
く
て
何
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
事
も
記
し
て
は
み
な
い
。

　
西
沢
一
鳳
は
「
伝
奇
作
書
」
続
編
中
の
巻
、
「
簑
笠
雨
談
の
囲
飴
」
の
条
に
、

　
　
三
勝
の
親
も
と
は
長
町
四
丁
目
の
美
濃
屋
な
れ
ど
島
の
内
笠
屋
を
仮
店
に
し
て
垢
官
女
な
り
。
故
に
笠
屋
三
勝
な
り
。
何
も
む
つ
か
し
き
訳
あ
る

　
　
に
あ
ら
ず
。

と
記
し
て
み
る
が
、
三
勝
が
笠
屋
の
垢
下
女
だ
と
の
根
拠
は
挙
げ
て
み
な
い
。
そ
し
て
此
の
条
は
、
「
南
水
漫
遊
」
初
編
二
の
巻
の
、

「
六
軒
町
小
夜
格
子
」
、
「
小
三
金
五
郎
説
」
の
概
略
を
記
し
た
や
う
な
文
で
あ
り
、
馬
琴
な
ど
江
戸
の
人
が
よ
く
も
知
ら
ぬ
京
摂
の



こ
と
を
書
く
の
は
片
腹
痛
い
な
ど
と
相
当
感
情
に
走
っ
た
趣
が
見
え
る
文
で
あ
る
。
　
こ
の
一
鳳
は
「
脚
色
余
録
」
三
編
上
の
巻
、

「
大
頭
起
三
勝
の
弁
惑
」
の
条
に
、

　
　
大
阪
に
て
浄
瑠
璃
小
歌
に
調
ひ
し
団
七
に
馴
染
た
る
三
勝
と
い
ふ
者
、
此
株
（
女
舞
ラ
イ
フ
）
の
内
な
り
と
い
へ
る
は
大
な
る
誤
り
也
。
夫
は
簑

　
　
屋
三
か
つ
と
い
ひ
し
者
也
。
今
按
ず
る
に
、
囲
み
の
や
三
勝
も
女
舞
の
ま
ね
び
を
し
て
田
舎
廻
り
な
ど
し
て
、
大
和
の
国
に
下
り
、
茜
屋
半
七
と

　
　
密
通
し
て
浮
名
を
請
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
世
人
附
会
の
説
を
実
と
思
へ
る
人
に
虚
誕
の
む
ね
を
し
る
し
侍
る
也
と
云
々
。
　
（
以
上
ハ
「
歌
舞
妓

　
　
事
始
」
ノ
文
ヲ
引
イ
タ
ノ
ダ
ト
ァ
ル
）
予
が
罫
書
（
伝
奇
作
書
ノ
コ
ト
）
三
勝
が
伝
と
読
合
す
べ
し
。

と
あ
る
。
か
や
う
に
三
勝
の
職
業
は

　
　
田
舎
廻
り
の
女
舞
　
　
「
歌
舞
妓
事
始
」

　
　
芸
　
者
　
　
　
　
　
　
馬
琴
を
案
内
し
た
人
の
言

　
　
湯
女
（
垢
摺
女
）
　
　
　
「
簑
笠
雨
談
」
、
　
「
伝
奇
作
書
」

と
に
な
る
が
、
何
れ
も
確
証
を
挙
げ
て
み
な
い
の
で
、
ど
れ
が
真
実
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
だ
け
の
記
事
の
み
で
は
判
断
し
難
い
。

　
伊
原
敏
郎
氏
の
「
歌
舞
伎
年
表
」
の
「
京
阪
其
他
の
部
」
の
元
禄
八
年
の
条
に

　
　
十
二
月
七
日
、
三
勝
半
七
の
情
死
。

　
　
岩
井
座
は
江
戸
よ
り
市
川
団
四
郎
を
抱
へ
、
思
は
し
か
ら
ぬ
年
な
り
し
を
、
す
ぐ
に
こ
れ
を
演
じ
、
　
「
茜
の
色
揚
」
。
　
半
七
（
杉
山
勘
左
衛
門
）

　
　
三
勝
（
花
井
あ
づ
ま
）
今
市
善
右
衛
門
（
三
原
十
太
夫
）
み
の
や
平
右
衛
門
（
座
本
半
四
郎
）
三
勝
母
（
熊
本
伊
左
衛
門
）
。
冬
よ
り
春
ま
で
持

　
　
越
し
、
百
五
十
日
の
当
り
。

と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
「
茜
の
色
揚
」
が
三
勝
事
件
を
扱
っ
た
最
初
の
作
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
作
の
内
容
が
不
明
な
の
で
後
作
と

　
　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

の
関
係
を
知
り
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
け
れ
ど
、
今
ま
で
記
し
た
実
説
に
は
な
か
っ
た
今
市
善
右
衛
門
と
い
ふ
役
名
が
こ
、
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

る
の
は
注
意
す
べ
き
事
で
あ
る
し
、
実
説
で
は
み
の
や
平
左
衛
門
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
れ
で
は
平
右
衛
門
で
あ
る
。

　
こ
の
芝
居
の
好
評
で
あ
っ
た
事
は
、
　
「
百
五
十
日
の
当
り
」
の
記
事
だ
け
で
も
端
的
に
わ
か
る
が
、
な
ほ
元
禄
十
一
年
（
＝
ハ
九

八
）
刊
の
浮
世
草
子
「
新
色
五
巻
書
」
の
四
の
巻
、
　
「
対
島
の
舟
長
情
の
命
」
の
話
の
中
に
、
五
郎
兵
衛
の
女
房
お
吉
が
久
保
山
十

右
衛
門
と
一
緒
に
、
こ
の
岩
井
半
四
郎
座
の
「
茜
の
色
揚
」
を
見
物
し
て
感
激
の
余
り
、
三
勝
等
の
心
中
し
た
千
日
寺
の
火
屋
の
背

後
で
死
な
う
と
し
た
と
い
ふ
条
が
あ
る
の
も
、
こ
の
芝
居
好
評
の
裏
付
け
と
な
る
事
で
あ
ら
う
。
こ
の
非
常
な
好
評
は
脚
色
演
技
の

勝
れ
て
み
た
せ
み
に
よ
る
の
で
も
あ
ら
う
が
、
最
近
実
際
に
、
然
か
も
芝
居
小
屋
に
近
い
場
所
で
行
は
れ
た
事
件
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ

に
当
時
の
観
客
の
好
奇
心
を
煽
っ
た
事
も
、
こ
の
大
入
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
前
記
の
浮
世
草
子
「
新
色
五
巻
書
」
二
の
巻
に
は
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
と
題
し
て
三
勝
事
件
が
載
っ
て
み
る
。
こ
れ
が
此
の

事
件
を
扱
っ
た
小
説
の
最
初
の
作
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
作
は
「
茜
の
色
揚
」
の
大
入
続
き
に
刺
激
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

ら
う
か
と
も
思
は
れ
る
。
こ
の
作
は
、
　
一
、
和
州
五
条
の
芝
居
。
二
、
二
年
越
の
口
説
。
三
、
今
市
の
銀
。
四
、
美
濃
屋
が
座
敷
。

五
、
心
中
名
取
り
川
。
の
五
章
か
ら
成
っ
て
み
る
。
そ
の
大
筋
は
、

　
三
勝
は
幼
少
の
謝
罪
に
別
れ
、
美
濃
屋
平
圧
衛
門
に
養
育
せ
ら
れ
、
今
で
は
女
舞
の
花
形
太
夫
で
、
平
左
衛
門
が
勧
進
元
と
な
っ

て
諸
国
を
興
行
し
て
廻
っ
て
み
る
。
三
勝
に
は
人
知
れ
ず
深
く
契
っ
た
大
和
五
条
の
あ
か
ね
や
半
面
と
い
ふ
男
が
あ
る
。
大
和
五
条

で
の
興
行
で
は
大
分
儲
っ
た
の
で
、
平
左
衛
門
は
大
阪
へ
帰
っ
て
新
し
い
家
を
買
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
中
国
方
面
へ
旅
興
行
に
出
た
。

た
ま
た
ま
宮
島
で
の
興
行
中
に
盗
人
に
所
持
金
か
ら
衣
類
ま
で
す
っ
か
り
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
は
ふ
一
の
態
で
大
阪
へ
引
返
し



て
来
た
。
大
阪
へ
帰
る
と
諸
方
か
ら
掛
取
り
が
催
促
に
来
る
が
払
ふ
金
は
無
し
、
に
つ
ち
も
さ
っ
ち
も
な
ら
ぬ
。
三
勝
は
こ
れ
を
気
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

病
ん
で
臥
し
て
し
ま
ふ
。
途
方
に
く
れ
た
平
左
衛
門
は
、
家
を
売
っ
て
支
払
を
分
算
し
て
す
ま
し
、
長
町
六
丁
目
に
立
退
き
細
い
煙
を

立
て
㌧
み
る
が
、
そ
の
生
活
費
も
半
分
は
半
七
か
ら
の
助
力
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
三
勝
の
病
気
も
治
っ
た
。
三
勝
に
横
恋
慕
し
て

み
る
下
市
の
善
右
衛
門
と
い
ふ
男
が
あ
る
。
こ
の
男
が
訪
ね
て
来
て
、
平
左
衛
門
に
資
金
は
自
分
が
出
す
か
ら
も
う
一
度
興
行
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

み
う
と
勧
め
る
。
平
左
も
そ
の
気
に
な
り
、
善
右
衛
門
の
云
ふ
ま
＼
に
、
丁
銀
三
貫
八
百
五
十
目
、
支
払
ふ
事
が
出
来
な
い
時
に
は

娘
三
勝
を
渡
す
と
の
証
文
を
入
れ
て
銀
子
を
借
り
、
興
行
を
始
め
た
が
散
々
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
善
右
衛
門
か
ら
は
貸
銀
返
済

の
催
促
が
く
る
、
三
勝
は
半
子
方
へ
事
情
を
告
げ
た
銀
子
無
心
の
状
を
飛
脚
に
持
た
せ
て
や
る
。
善
右
衛
門
は
自
身
に
平
左
方
へ
来

て
強
硬
に
返
済
を
迫
る
。
結
局
明
後
日
ま
で
待
て
、
そ
れ
ま
で
に
銀
子
工
面
出
来
ね
ば
証
文
通
り
に
三
勝
を
渡
す
と
い
ふ
事
に
な
っ

た
。
一
方
五
条
の
半
島
は
父
親
の
死
後
家
を
継
い
で
廿
五
年
、
常
に
大
阪
へ
き
て
は
野
郎
女
郎
相
手
に
放
蕩
三
昧
、
遂
に
資
産
を
蕩

尽
し
て
所
の
住
ひ
も
な
り
難
く
武
蔵
へ
立
退
か
う
と
心
を
定
め
、
せ
め
て
三
勝
の
顔
を
見
て
か
ら
と
、
大
阪
へ
向
ふ
途
中
暗
峠
で
三

勝
の
使
の
飛
脚
と
出
合
い
、
同
道
し
て
馴
染
の
長
町
の
中
村
屋
へ
行
き
、
三
勝
を
呼
寄
せ
、
一
部
始
終
を
語
り
、
千
日
寺
の
火
屋
の

う
し
ろ
で
、
半
七
の
羽
織
を
下
に
敷
き
、
互
の
上
着
の
褄
と
褄
と
を
結
び
合
っ
て
見
事
に
心
中
を
遂
げ
た
。
三
勝
心
中
と
聞
い
て
美

濃
屋
一
家
驚
い
て
来
て
み
る
と
、
三
勝
か
ら
平
左
衛
門
に
宛
て
て
の
書
置
が
残
し
て
あ
っ
た
。

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
右
の
う
ち
最
期
の
時
に
半
田
の
羽
織
を
下
に
敷
い
た
と
あ
る
の
は
、
前
号
に
引
い
た
下
難
波
村
庄
屋
甚
左
衛
門

が
村
年
寄
三
人
と
連
署
で
、
代
官
史
書
五
左
衛
門
配
下
の
検
使
役
人
関
戸
、
渡
辺
両
人
宛
に
差
出
し
た
「
覚
」
の
中
に

　
　
一
、
木
綿
茶
色
布
子
　
但
し
是
は
二
人
の
者
下
に
敷
居
申
候

　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

と
あ
る
の
に
当
る
が
、
　
「
三
勝
心
中
」
の
歌
祭
文
に
も

　
　
羽
織
打
敷
き
坐
を
組
み
て
褄
と
褄
と
を
結
び
つ
っ

と
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
褄
を
結
び
合
せ
た
事
は
、
こ
の
祭
文
に
も
あ
る
が
、
　
「
落
葉
集
」
に
あ
る
踊
音
頭
之
部
の
「
三
勝

心
中
」
に
も
あ
っ
て

　
　
笠
屋
三
勝
、
歓
紗
を
出
し
て
、
褄
と
一
を
し
っ
か
と
括
る
、
男
涙
を
は
ら
り
と
流
し
籾
て
は
そ
な
た
を
殺
し
て
置
い
て
、
逃
げ
も
走
り
も
せ
う

　
　
か
と
思
う
て
、
褄
を
括
っ
て
お
き
や
る
と
見
え
た
伍
お
れ
が
心
は
さ
う
で
は
な
い
に
と
、
取
り
つ
け
な
け
ば
、
三
勝
涙
に
く
れ
な
が
ら
、
何
の
さ

　
　
う
し
た
心
で
し
ま
せ
う
そ
い
の
、
た
と
ひ
此
の
世
は
え
い
添
は
ず
と
も
、
未
来
は
言
ふ
に
及
ば
ず
今
度
の
な
、
今
度
の
く
こ
ん
ど
の
く
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
う
と

　
　
つ
と
今
度
の
後
の
世
ま
で
も
、
女
夫
と
な
っ
て
離
れ
ぬ
や
う
に
と
、
思
ふ
心
で
括
っ
て
置
い
た
、

と
、
そ
の
意
味
が
説
明
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
で
は

　
　
互
に
う
は
が
へ
の
つ
ま
を
く
㌧
り
や
い
し
は
、
二
世
ま
で
結
ぶ
と
い
ふ
軍
事
に
て
ぞ
有
べ
し
。

と
踊
音
頭
の
意
味
と
同
様
に
な
っ
て
み
る
。

　
「
心
申
あ
か
ね
の
染
衣
」
に
就
い
て
考
察
す
る
に
は
、
先
づ
こ
の
歌
祭
文
と
踊
音
頭
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ら
う
。

　
三
勝
の
歌
祭
文
は
、
故
高
野
辰
之
博
士
の
「
日
本
歌
謡
集
成
」
巻
八
に
収
録
さ
れ
て
み
る
「
新
編
歌
祭
文
集
」
中
に
載
っ
て
み

る
。
こ
の
「
新
編
歌
祭
文
集
」
は
主
と
し
て
故
黒
木
勘
蔵
氏
が
諸
書
か
ら
践
め
ら
れ
た
物
だ
と
の
事
で
、
そ
の
歌
祭
文
集
の
二
番
目

に
載
っ
て
み
る
。
上
下
に
別
れ
、
上
は
「
三
勝
心
中
」
、
下
は
「
粧
麟
別
れ
の
鐘
」
と
題
し
て
あ
る
。
そ
の
大
意
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
大
阪
長
町
に
住
む
笠
屋
の
娘
で
舞
の
三
勝
は
、
大
和
五
条
の
茜
屋
の
半
煮
と
深
く
契
っ
て
み
た
が
、
今
市
善
兵
衛
か
ら
、

我
身
を



書
入
に
し
て
四
貫
五
百
目
借
り
た
が
、
銀
が
出
来
な
き
や
そ
の
身
を
と
迫
ら
れ
る
の
で
、
半
七
に
相
談
し
よ
う
と
駕
籠
に
乗
っ
て
大

和
へ
と
急
ぐ
途
申
、
平
野
出
口
で
、
大
阪
へ
来
る
今
市
善
兵
衛
に
出
合
ひ
、
無
理
に
長
町
へ
引
戻
さ
れ
た
。
あ
る
日
量
七
が
三
勝
を

訪
れ
た
。
三
勝
が
喜
ん
で
危
急
を
半
七
に
訴
へ
た
。
半
七
も
勘
当
さ
れ
て
き
た
の
で
銀
子
は
ど
う
に
な
ら
ぬ
。
さ
ら
ば
心
中
を
と
、

千
日
参
の
墓
の
う
し
ろ
で
、
　
「
羽
織
打
敷
き
坐
を
組
み
て
褄
と
褄
と
を
結
び
つ
つ
」
千
日
寺
の
「
農
朝
の
回
向
の
鐘
」
を
聞
き
な
が

　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

ら
刺
違
へ
、
さ
い
た
ら
畑
の
露
霜
と
消
え
果
て
た
。

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
借
金
は
四
貫
五
百
目
貸
主
は
今
市
善
兵
衛
、
三
勝
の
親
の
名
は
な
い
が
、
心
中
の
場
で
、

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
娘
お
つ
う
は
我
が
乳
房
、
尋
ね
さ
す
り
て
寝
入
り
し
が
…
…
母
様
恋
し
懐
し
と
、
尋
ね
焦
れ
ん
不
便
や
と
、
声
も
惜
ま
ず
泣
き
沈
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
あ
っ
て
、
実
説
三
勝
の
書
置
に
あ
っ
た
「
お
つ
ま
」
が
「
お
つ
う
」
と
な
っ
て
見
え
て
み
る
。
心
中
の
季
節
は
、
　
「
難
波
、
名
高

き
紅
葉
笠
、
…
…
我
と
広
げ
し
長
町
の
、
涙
の
時
雨
に
被
る
笠
や
」
と
か
、
　
「
笠
屋
を
さ
し
て
北
時
雨
」
と
か
、
　
「
さ
い
た
ら
畑
の

露
霜
」
と
い
ふ
句
が
あ
る
の
で
、
冬
だ
と
思
は
せ
る
だ
け
で
明
確
な
記
述
は
な
い
。
三
勝
が
平
野
口
で
今
市
善
兵
衛
に
出
逢
ふ
条

は
、
　
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
の
半
七
が
暗
峠
で
三
勝
の
使
ひ
の
者
と
出
逢
ふ
条
の
も
と
で
あ
ら
う
。

　
踊
音
頭
の
「
三
勝
心
中
」
の
載
っ
て
み
る
「
落
葉
集
」
は
巻
末
に
「
脚
元
禄
十
七
歳
三
月
吉
日
」
　
（
【
七
〇
四
）
と
刊
行
の
期
日
が

記
さ
れ
て
み
る
本
で
あ
る
が
、
元
禄
十
七
年
は
三
月
十
三
日
に
宝
永
と
改
元
さ
れ
て
る
る
か
ら
、
成
版
は
前
年
の
元
禄
十
六
年
の
事

だ
と
思
は
れ
る
。
編
者
は
大
木
扇
徳
、
当
時
流
行
の
歌
謡
を
集
め
た
も
の
、
　
「
三
勝
心
中
」
は
巻
五
の
「
踊
音
頭
之
部
」
の
五
に
出

て
み
る
。
作
者
は
寺
山
四
郎
兵
衛
、
高
野
辰
之
博
士
の
「
日
本
歌
謡
集
成
」
巻
筆
に
収
録
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
大
意
は

　
三
勝
は
身
を
書
入
れ
の
金
の
為
に
女
房
に
な
れ
と
強
請
せ
ら
れ
る
。
半
七
に
相
談
し
た
ら
、
二
人
の
仲
が
親
に
洩
れ
た
の
で
不
首

　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

尾
に
な
り
、
金
の
才
覚
は
出
来
か
ね
る
か
ら
自
分
は
死
ぬ
。
そ
な
た
は
金
の
代
り
に
相
手
の
男
と
添
へ
と
い
ふ
。
三
勝
は
半
醒
の
脇

差
を
抜
い
て
死
な
う
と
す
る
。
半
七
そ
れ
な
ら
ば
一
緒
に
と
千
日
寺
の
火
屋
の
東
の
さ
い
た
ら
畑
で
、
半
七
が
三
勝
を
殺
し
、
続
い

て
自
分
も
咽
笛
か
き
切
っ
て
死
ん
だ
。

と
い
ふ
の
で
、
こ
れ
に
は
借
銀
の
額
も
な
く
、
貸
手
の
名
前
も
見
え
ず
、
三
勝
の
親
の
名
も
記
さ
れ
て
は
み
な
い
。
歌
祭
文
に
あ
っ

た
「
お
つ
う
」
は
こ
れ
に
も
見
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
ロ
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
か
か

　
　
夫
婦
一
緒
に
千
日
寺
の
、
鐘
の
響
に
夜
は
何
時
ぞ
、
八
つ
で
も
あ
ろ
か
、
い
つ
も
お
つ
う
が
目
を
開
く
時
分
、
母
よ
一
よ
と
尋
ね
て
泣
こ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
で
う

　
　
死
す
る
命
は
惜
し
か
ら
ね
ど
も
、
流
石
親
子
の
別
れ
の
絆
、
切
る
に
切
ら
れ
ぬ
事
こ
そ
悲
し
と
、
…
…
は
や
農
朝
の
回
向
の
鐘
の
あ
ら
有
難
や
、

　
　
い
ざ
や
最
期
を
急
が
う
と
言
う
て
、
火
屋
の
東
の
さ
い
た
ら
畠
、
露
か
時
雨
か
身
を
し
る
雨
か
、
笠
屋
三
勝
被
紗
を
出
し
て
、
褄
と
く
を
し
つ

　
　
か
と
括
る
。

の
辺
、
歌
祭
文
と
同
巧
で
あ
る
。
歌
祭
文
で
は
情
死
の
時
が
明
記
さ
れ
て
み
な
い
が
、
こ
れ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　
　
笛
か
き
切
っ
て
過
ぎ
し
亥
の
年
、
霜
月
七
日
霜
と
消
え
行
く

と
記
さ
れ
て
み
る
。
　
「
亥
の
年
」
は
元
禄
妃
八
年
の
事
で
あ
る
。
実
説
の
届
書
に
は
十
二
月
と
な
っ
て
み
る
が
、
こ
れ
で
は
ど
う
い

ふ
も
の
か
「
霜
月
七
日
」
と
な
っ
て
み
る
。
情
死
の
時
を
十
一
月
七
日
と
伝
へ
る
の
が
あ
る
の
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
詞
あ
た

り
か
ら
出
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
掬
以
上
歌
舞
伎
の
「
茜
の
色
揚
」
、
浮
世
草
子
の
「
新
色
五
巻
書
」
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
、
歌
祭
文
の
コ
野
上
心
中
」
、
踊

音
頭
の
「
三
勝
心
中
」
と
、
四
種
の
作
品
を
挙
げ
た
が
、
　
「
茜
の
色
揚
」
だ
け
は
詳
し
い
内
容
は
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
、
他
の
三
種
は



前
記
の
や
う
に
大
筋
に
於
て
は
大
同
小
異
で
甚
し
い
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
事
件
直
後
か
数
年
後
の
作
で
あ
る
た
め
、
大

体
事
件
の
噂
話
の
儘
に
綴
っ
て
、
甚
し
い
潤
色
を
加
へ
る
事
が
な
か
っ
た
が
為
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
事
件
の
あ
っ
た
当
時
の
人
々
と

し
て
は
、
知
り
偉
い
の
は
事
件
の
真
相
で
あ
っ
て
、
虚
構
の
作
話
で
は
な
い
か
ら
、
余
り
に
甚
し
い
潤
色
は
反
っ
て
人
々
の
興
味
を

引
く
事
に
は
な
ら
な
い
。
故
に
作
者
達
は
な
る
べ
く
事
実
に
近
く
近
く
と
筆
を
採
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
う
と
し
て
み
れ
ば
、
歌

舞
伎
の
「
茜
の
色
揚
」
も
、
他
の
三
編
に
比
し
て
そ
ん
な
に
異
っ
た
筋
で
も
な
か
っ
た
ら
う
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
四
つ
の

作
品
の
成
立
の
前
後
と
い
ふ
事
に
な
る
と
、
俄
に
は
判
定
し
難
い
。

　
先
づ
「
茜
の
色
揚
」
は
「
す
ぐ
に
こ
れ
を
演
じ
」
と
は
あ
る
が
、
い
く
ら
早
く
と
も
十
日
間
か
二
十
日
間
の
間
は
あ
っ
た
の
で
あ

ら
う
。
近
松
門
左
衛
門
の
「
曾
根
崎
心
中
」
は
事
件
が
元
禄
十
六
年
四
月
、
上
演
は
同
年
五
月
七
日
。
赤
穂
浪
士
の
吉
良
邸
討
入
り

が
元
禄
十
五
年
十
二
月
、
死
を
賜
っ
た
の
が
十
六
年
二
月
四
日
。
こ
の
事
件
を
江
戸
中
村
座
で
芝
居
に
仕
組
み
「
曙
曾
我
討
入
」

と
外
題
し
て
上
演
し
三
日
で
差
止
め
ら
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
る
る
芝
居
が
、
十
六
年
の
二
月
十
六
日
の
上
演
だ
と
の
事
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
事
を
考
合
せ
て
み
て
も
、
　
「
す
ぐ
に
上
演
」
と
い
ふ
事
は
、
同
じ
十
二
月
の
う
ち
に
位
の
意
味
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
歌

祭
文
は
そ
の
制
作
年
月
は
知
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
事
件
後
早
け
れ
ば
早
い
甘
い
＼
し
、
歌
舞
伎
よ
り
は
準

備
期
間
も
短
く
て
す
む
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
祭
文
の
方
が
早
く
、
　
「
茜
の
色
揚
」
は
祭
文
の
影
響
を
う
け
て
み
る
の
か
も
し
れ
な

い
。　

「
新
色
五
巻
書
」
は
元
禄
十
一
年
の
刊
行
と
は
い
へ
愉
こ
の
巻
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
は
そ
れ
以
前
に
書
か
ら
れ
た
と
は
知

ら
れ
る
が
、
九
年
か
十
年
か
は
わ
か
ら
な
い
。
併
し
同
じ
「
新
色
五
巻
書
」
五
の
巻
「
対
馬
の
舟
長
情
の
命
」
の
編
に
、
久
保
山
十

　
　
　
三
勝
二
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
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三
勝
長
門
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
〇

右
衛
門
が
亥
の
年
卯
月
に
船
出
し
て
朝
鮮
に
渡
り
、
帰
国
し
て
お
吉
と
岩
井
座
で
三
勝
心
中
の
芝
居
見
物
を
す
る
と
あ
る
。
こ
の
亥

の
年
は
元
禄
八
年
乙
亥
の
年
で
、
岩
井
座
見
物
は
翌
年
の
元
禄
九
年
の
事
ら
し
い
。
し
て
み
る
と
こ
の
編
は
元
禄
九
年
の
半
弓
以
後

の
執
筆
ら
し
い
し
、
作
者
（
こ
の
書
で
は
盧
仮
葺
与
志
と
署
名
し
て
み
る
）
西
沢
一
風
は
岩
井
座
の
「
茜
の
色
揚
」
を
見
物
し
た
の

じ
や
な
い
か
と
も
想
像
は
さ
れ
る
。
と
は
い
へ
こ
の
巻
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
が
元
禄
九
年
の
執
筆
と
は
定
め
ら
れ
な
い
。
多

分
そ
の
頃
の
執
筆
で
あ
ら
う
と
老
へ
る
の
は
大
き
な
誤
り
で
は
な
い
と
は
思
は
れ
る
け
れ
ど
。
そ
し
て
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
は

作
者
一
風
が
「
茜
の
色
揚
」
見
物
以
後
の
作
で
、
　
「
茜
の
色
揚
」
か
ら
多
少
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
想
像
も

可
能
か
と
思
は
れ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
と
て
も
必
ず
さ
う
だ
と
は
断
定
出
来
な
い
。

　
蔦
山
四
郎
兵
衛
作
の
踊
音
頭
「
三
勝
心
中
」
に
し
て
も
、
此
曲
を
収
録
し
て
み
る
「
落
葉
集
」
が
元
禄
十
七
年
三
月
の
刊
行
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
作
だ
と
は
云
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
年
の
作
と
い
ふ
事
は
解
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
過
ぎ
し
亥
の
年
霜
月
七
日
霜
と
消
え
行
く

と
い
ふ
句
が
あ
る
。
　
「
過
ぎ
し
亥
の
年
」
と
は
元
禄
八
年
乙
亥
の
年
を
さ
し
て
居
る
筈
で
あ
る
。
歌
祭
文
に
は
何
の
年
と
も
明
記
が

な
い
の
は
、
事
件
後
間
も
な
く
の
事
で
あ
る
か
ら
何
年
と
知
ら
せ
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
は
れ
る
し
、
こ
の
踊
音
頭
に
年

を
明
記
し
た
の
は
事
件
か
ら
相
当
の
月
日
が
、
或
は
数
年
が
経
っ
て
み
た
が
為
で
あ
ら
う
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
推
定
に
拠
っ
て
、
一
、
歌
祭
文
の
コ
ニ
勝
心
中
」
、
二
、
歌
舞
伎
の
「
茜
の
色
揚
」
、
三
、
浮
世
草
子
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染

衣
」
、
四
、
踊
音
頭
の
「
三
勝
心
中
」
、
と
い
ふ
順
に
出
来
た
と
み
て
も
、
大
し
た
誤
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
か
う
し
た
推
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

下
に
考
へ
て
み
る
と
、
実
説
と
い
ふ
記
録
に
は
見
え
な
か
っ
た
今
市
善
兵
衛
と
い
う
銀
子
の
貸
主
の
敵
役
の
名
が
歌
祭
文
に
み
え
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
む
　
む

み
る
。
　
「
茜
の
色
揚
」
に
は
今
市
善
右
衛
門
の
役
名
が
あ
る
。
多
分
歌
祭
文
の
善
兵
衛
と
同
様
な
役
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

世
草
子
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
で
は
下
市
の
善
右
衛
門
と
な
っ
て
み
る
。
し
か
し
そ
の
中
の
三
章
目
に
は
「
今
市
の
銀
」
と
題

し
な
が
ら
、
そ
の
人
は
下
市
の
善
右
衛
門
で
あ
っ
て
、
全
編
中
に
今
市
の
語
は
こ
の
題
以
外
に
は
見
え
て
み
な
い
。
こ
の
事
は
一
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

が
歌
祭
文
の
「
三
勝
心
中
」
や
歌
舞
伎
の
「
茜
の
色
揚
」
に
う
っ
か
り
引
か
れ
て
今
市
と
題
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
と
す

れ
ば
一
風
が
歌
祭
文
や
「
茜
の
色
揚
」
を
見
て
み
た
と
い
う
証
拠
に
な
る
で
あ
う
ら
。
一
風
が
本
文
中
に
於
い
て
下
市
善
右
衛
門
と

し
て
み
る
。
そ
の
下
市
の
名
は
、
吉
野
川
に
沿
っ
た
五
条
か
ら
は
長
里
東
に
離
れ
た
地
で
、
同
じ
く
吉
野
川
に
沿
っ
た
上
流
に
あ
る

地
名
の
下
市
で
あ
ら
う
。
吉
田
東
伍
博
士
の
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
下
市
の
条
に

　
　
本
邦
に
て
手
形
流
通
の
事
は
、
和
州
下
市
を
以
て
始
と
す
べ
し
。
下
市
に
は
南
北
朝
の
末
っ
方
よ
り
一
種
の
流
通
手
形
起
れ
り
。
平
地
毎
月
六
次

　
　
の
市
立
あ
り
て
百
貨
を
交
易
売
買
す
る
に
、
銭
に
て
は
持
蓮
び
に
不
便
な
り
と
て
、
有
徳
の
商
人
銀
目
を
紙
に
か
き
つ
け
、
切
手
と
名
づ
け
て
発

　
　
行
せ
る
に
濫
腸
す
。
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と
あ
る
。
実
際
に
は
下
市
某
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
祭
文
や
歌
舞
伎
で
は
事
件
に
も
直
ぐ
近
い
時
で
は
あ
る
し
、
敵
役
だ
か
ら
下
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
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む
　
　
む

の
名
を
撃
っ
て
、
似
た
名
の
今
市
と
故
意
に
改
め
た
の
を
、
一
風
が
年
月
も
経
つ
た
事
で
も
あ
る
の
で
、
下
市
と
実
際
に
引
戻
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

の
か
と
も
思
は
れ
る
し
、
今
市
も
仮
名
の
事
だ
か
ら
五
条
の
地
に
近
い
し
、
し
か
も
手
形
流
通
の
最
初
の
地
だ
と
い
ふ
の
で
、
下
市

の
名
を
借
り
た
の
か
と
も
思
は
れ
る
。

半
七
が
茜
屋
と
い
っ
た
事
は
、
前
号
実
説
の
条
に
記
し
た
半
沢
の
宿
っ
た
中
村
屋
安
右
衛
門
か
ら
死
骸
を
受
取
り
碧
い
と
の
願
書

に　
　
　
三
勝
半
七
の
伝
と
文
芸
（
そ
の
二
）
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の
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二
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一
二
二

　
　
私
方
常
々
宿
仕
候
に
附
参
候
処
大
和
国
五
条
赤
根
屋
半
盲
と
申
も
の
当
月
五
日
に
参
罷
金
扇
処

と
あ
る
の
で
明
白
で
あ
る
し
、
歌
祭
文
に
も

　
　
恋
と
意
気
地
を
染
分
に
、
薄
き
茜
屋
半
七
が
心
中
浮
名
の
物
語

の
句
が
あ
り
、
浮
世
草
子
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
の
一
の
章
に

　
　
あ
か
ね
屋
の
半
七
と
な
れ
染
し
は
、
い
つ
の
頃
よ
り
ぞ
。

と
あ
り
、
蔦
山
の
「
三
勝
心
中
」
に
も

　
　
き
し
て
知
る
べ
き
田
舎
人
、
あ
か
ね
半
七
三
勝
が

と
あ
っ
て
、
歌
舞
伎
の
は
役
名
で
は
た
二
半
七
と
だ
け
で
は
あ
る
が
、
外
題
が
「
茜
の
色
錫
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
や
は
り
「
あ
か

ね
屋
半
七
」
か
「
あ
か
「
ね
二
七
」
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
か
や
う
に
四
書
と
も
に
実
名
「
あ
か
ね
二
半
七
」
を
用
ひ
て
み

る
。　

二
七
の
職
業
に
つ
い
て
は
前
号
に
引
用
し
た
辻
弥
五
左
衛
門
の
控
帳
の
写
し
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
記
歌
祭
文
の
「
恋
と
意
気

地
を
染
分
に
薄
き
茜
屋
」
の
句
、
歌
舞
伎
の
「
茜
の
色
揚
」
と
い
ふ
外
題
、
浮
世
草
子
の
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
と
い
ふ
題
や
、

「
恋
の
色
色
染
ち
ら
す
あ
か
ね
や
の
大
臣
」
の
句
は
重
罰
七
が
染
物
屋
で
あ
っ
た
事
を
暗
示
し
て
み
る
か
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
ら
が

前
号
で
、
私
が
南
木
芳
太
郎
氏
の
「
あ
か
ね
染
」
を
業
と
し
て
み
た
で
あ
ら
う
と
の
説
に
左
脅
し
た
一
因
で
あ
る
。
半
七
が
も
と
は

相
当
の
資
産
家
で
あ
っ
た
が
、
当
時
銀
子
に
困
っ
て
み
た
事
は
、
歌
祭
文
で
は
勘
当
さ
れ
た
が
為
で
、
　
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
で

は
半
七
自
身
の
放
蕩
の
青
め
に
、
踊
音
頭
で
は
三
勝
と
の
中
が
親
に
知
れ
た
の
で
と
、
原
因
は
ま
ち
ま
ち
で
は
あ
る
が
、
銀
子
に
不



自
由
し
て
い
た
事
は
同
様
で
、
こ
れ
亦
前
号
の
隠
沼
や
三
勝
の
書
置
に
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。

　
三
勝
の
書
置
に
み
え
た
「
お
つ
ま
」
は
、
歌
祭
文
に
も
踊
音
頭
に
も
共
に
「
お
つ
う
」
と
な
っ
て
み
る
が
、
幼
少
で
、
死
ん
で
ゆ

く
三
勝
が
心
残
り
で
あ
っ
た
事
は
書
置
と
同
様
、
そ
し
て
半
七
の
子
だ
と
思
は
れ
る
節
の
な
い
事
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
の
作

で
は
半
七
と
三
勝
と
の
間
の
子
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
。

　
美
濃
屋
三
勝
が
笠
屋
三
勝
と
な
っ
て
み
る
の
は
歌
祭
文
と
踊
音
頭
と
で
、
　
「
茜
の
色
揚
」
は
美
濃
屋
ら
し
く
、
　
「
心
当
あ
か
ね
の

染
衣
」
も
美
濃
屋
で
あ
る
。
こ
の
事
と
、
前
に
引
い
た
心
中
の
時
の
お
つ
う
に
対
す
る
三
勝
の
悲
嘆
、
褄
を
結
び
合
せ
た
事
、
千
日

　
　
じ
ん
で
う

寺
の
農
朝
の
回
向
の
珍
魚
に
よ
っ
て
み
る
と
、
歌
祭
文
と
踊
音
頭
と
の
二
曲
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
ら
し
い
。
褄
と
褄
と
を
結
び

合
せ
た
事
は
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
に
も
見
え
て
み
る
の
で
、
当
時
実
際
に
さ
う
し
た
噂
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
三
勝
を
女
舞
と
し
た
の
は
歌
祭
文
と
「
心
中
あ
か
ね
の
染
衣
」
で
、
就
中
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
め
一
「
和
州
五
条
の
芝
居
」
の
章

で
、
三
勝
が
切
の
夜
討
曾
我
を
舞
ふ
と
こ
ろ
の
扮
装
は
、

　
　
切
の
夜
討
曽
我
は
、
三
勝
赤
地
の
錦
の
ひ
た
、
れ
、
紫
の
大
口
し
と
や
か
な
る
切
ま
く
、
天
冠
の
光
芝
居
に
移
り
、

と
あ
っ
て
、
馬
琴
が
「
簑
笠
雨
談
」
に
昔
の
女
舞
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
ま
ひ
だ
い
つ

　
　
大
鼓
に
あ
は
せ
て
こ
れ
を
ま
ふ
。
舞
の
打
扮
は
天
冠
を
い
た
ゴ
き
、
狩
衣
を
穿
大
口
を
は
く
。
こ
れ
を
女
舞
大
頭
と
名
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ぼ

と
記
し
て
み
る
の
と
略
同
様
で
あ
る
。
鼓
で
舞
ふ
こ
と
も
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
に
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
馬
琴
が
「
春
雪
雨
談
」
に

　
　
む
か
し
の
笠
屋
三
勝
が
高
名
を
か
り
て
、
笠
屋
に
み
の
や
対
も
よ
く
、
そ
の
名
も
と
も
に
三
勝
と
い
へ
ば
、
狂
言
作
者
の
は
た
ら
き
に
て
か
く
は

　
　
作
り
な
し
た
る
を
、
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の
言
を
、
西
沢
一
鳳
は
ひ
ど
く
反
対
し
て
み
る
が
、
私
は
一
概
に
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
み
る
。

　
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
の
作
者
一
風
は
、
実
際
の
三
勝
が
残
し
た
書
置
を
、
人
の
噂
で
聞
い
て
そ
の
内
容
を
知
っ
た
か
、
ま
た
は
そ

の
写
し
で
も
見
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
三
勝
の
書
置
に
可
成
感
動
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
そ
こ
で
「
あ
か
ね
の
染
衣
」

の
最
後
を
三
勝
の
書
置
で
結
ん
だ
り
、
　
「
対
馬
の
社
長
情
の
命
」
で
、
岩
井
座
の
芝
居
を
見
た
お
吉
を
し
て
、

　
三
勝
が
い
さ
ぎ
よ
い
心
中
を
み
て
は

と
云
は
せ
た
り
し
て
み
る
の
だ
と
思
は
れ
る
。
こ
の
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
は
、
三
勝
が
半
七
へ
の
義
理
に
殉
じ
た
行
動
に
対
す
る
言
で

あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
「
茜
の
色
揚
」
の
詳
し
い
内
容
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
、
三
勝
の
立
場
に
重
点
を
於
い
て
脚

色
さ
れ
て
る
た
の
じ
や
あ
る
ま
い
か
と
の
想
像
は
し
て
も
よ
か
ら
う
。

　
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
の
最
後
の
平
左
衛
門
に
あ
て
㌧
の
三
勝
の
書
置
は
、
　
三
勝
が
幼
少
に
て
母
に
お
く
れ
て
孤
児
と
な
っ
た
の

を
、
平
左
衛
門
に
引
取
ら
れ
て
養
育
せ
ら
れ
た
恩
も
報
い
ず
に
死
ぬ
事
を
、
返
す
く
再
び
た
も
の
で
、
情
理
を
か
ね
備
へ
て
三
勝

の
心
中
を
遺
憾
な
く
吐
露
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
さ
す
が
に
「
南
水
漫
遊
」
に
あ
る
三
勝
の
遺
書
の
写
し
の
や
う
に
人
に
迫
る
力

が
な
い
の
は
、
や
は
り
作
り
物
の
せ
み
で
あ
ら
う
。
三
、
　
「
今
市
の
銀
」
の
章
で
、
善
右
衛
門
に
口
説
か
れ
た
三
勝
が
、
　
「
母
あ
れ

ば
こ
そ
い
や
な
事
す
れ
」
と
言
っ
て
み
る
の
に
、
こ
の
書
置
で
は
、
　
「
わ
た
く
し
の
御
事
、
幼
少
に
て
ち
ぶ
さ
に
お
く
れ
み
な
し
子

の
」
と
あ
る
の
は
ど
う
し
た
事
で
あ
ら
う
。
も
し
か
す
れ
ば
書
置
の
「
ち
ぶ
さ
」
は
実
母
、
善
右
衛
冊
へ
の
言
葉
の
「
母
あ
れ
ば
こ

そ
」
の
母
は
養
母
と
の
意
味
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
し
た
経
緯
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
み
な
い
。
い
つ
れ
に
し
て
も
作
者
の
不
注

意
で
あ
ら
う
。



　
こ
の
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
も
、
歌
祭
文
の
コ
ニ
勝
心
中
」
も
、
踊
音
頭
の
も
、
皆
三
勝
が
中
心
に
作
ら
れ
て
み
る
の
は
、
当
時
の

人
々
の
同
情
が
三
勝
に
厚
か
っ
た
事
の
反
映
で
あ
る
と
私
は
み
た
い
。
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美
濃
屋
平
左
衛
門
の
名
は
、
歌
祭
文
や
踊
音
頭
に
は
み
え
ず
、
　
「
茜
の
色
揚
」
で
平
右
衛
門
（
コ
ノ
右
図
左
ノ
誤
植
カ
モ
知
レ
ナ

イ
）
の
役
名
が
み
え
る
の
と
、
　
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
に
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
　
「
南
水
漫
遊
」
の
三
勝
の
遺
書
に
拠
る
と
、
余
り

い
㌧
人
間
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
　
「
あ
か
ね
の
染
衣
」
で
は
さ
し
て
悪
辣
な
人
間
に
は
書
か
れ
て
み
な
い
。
寧
ろ
凡
庸
な

人
間
に
描
か
れ
て
み
る
。
こ
れ
は
後
世
の
や
う
な
複
雑
な
構
成
を
弄
さ
な
い
当
時
の
作
風
か
ら
、
中
心
人
物
の
三
勝
に
重
点
を
お
い

て
、
平
左
衛
門
を
ま
で
種
々
働
か
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
し
、
実
際
に
は
評
判
が
悪
い
人
間
で
あ
っ
た
の
で
、
ま

た
時
日
も
近
い
時
の
事
だ
か
ら
、
悪
く
書
く
事
も
揮
ら
れ
て
、
余
り
平
左
衛
門
の
事
に
は
触
れ
な
い
で
、
そ
っ
と
し
て
お
い
た
か
ら

で
も
あ
ら
う
か
と
も
思
は
れ
る
。
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