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長唄「吾妻八景」考察

長
唄
「
吾
妻
八
景
」
考
察

池　

田　

弘　

一

緒　

言

詞
章
・
辞
句
を
た
ど
り
一
々
を
確
か
め
て
い
か
な
い
と
唄
え
な
い
、
唄
に
な
ら
な
い
曲
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
こ
と
に
こ

だ
わ
る
こ
と
が
邪
魔
し
て
、
唄
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
曲
も
あ
る
。
曲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

「
吾
妻
八
景
」
は
詞
章
を
た
ど
り
、
確
か
め
た
く
な
る
曲
だ
。
例
に
よ
っ
て
詞
章
に
あ
る
地
や
社
寺
の
類
を
回
っ
て
み
た
。
ほ

と
ん
ど
が
子
ど
も
の
時
、
父
に
連
れ
ら
れ
て
訪
れ
た
と
こ
ろ
だ
。

ど
こ
も
賑
や
か
に
な
り
過
ぎ
て
い
た
。
あ
る
い
は
足
を
止
め
る
人
の
な
い
所
に
な
っ
て
い
た
。
今
の
情
景
を
写
真
に
と
っ
て
も

昔
を
偲
ぶ
よ
す
が
に
は
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
川
柳
の
数
々
を
並
べ
て
み
た
。
拙
い
文
よ
り
ず
っ
と
も
の
を
言
う
と
信
じ
て
。

結
局
、「
季
刊
邦
楽
」
33
号
の
「
吾
妻
八
景
」
に
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
に
な
っ
た
。
作
曲
面
に
力
の
な
い
私
は
杵
屋
正
邦

氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
力
を
得
た
。

「
双
六
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
思
っ
た
。
双
六
遊
び
は
賽
の
目
に
よ
っ
て
動
く
も
の
だ
。
前
に
必
ず
進
む
と
は
限
ら
な
い
。
二

つ
三
つ
飛
ぶ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
二
回
休
み
も
あ
り
、
も
と
へ
戻
る
こ
と
も
あ
る
。「
吾
妻
八
景
」
に
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。

私
は
作
者
の
目
線
の
ゆ
れ
の
先
を
さ
ぐ
り
、
立
ち
止
ま
り
、
作
者
の
思
い
に
か
り
た
て
ら
れ
て
歩
い
て
み
た
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
に
生
じ
た
考
察
で
あ
る
。
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一　

長
唄
「
吾
妻
八
景
」

(1)　
「
吾
妻
八
景
」
の
詞
章

（
本
調
子
）
前
弾　

実げ

に
ゆ
た
か
な
る
日
の
本も
と

の
、
橋
の
た
も
と
の
初
が
す
み
。
江
戸
紫
の
曙
あ
け
ぼ
の染ぞ

め
や
。（
合
）
水み
な

上か
み

白
き
雪
の
富
士
。

雲
の
袖
な
る
花
の
波
。（
合
）目
も
と
美
く
し
御
所
桜
、御
殿
山
な
す
人
群
れ
の
、香
り
酔
ひ
し
園
の
蝶
。
花
の
か
ざ
し
を
か
い
ま
み
に
、

青あ
お

簾す

の
小お

舟ぶ
ね

、
歌
う
小
唄
の
、
声
高た
か

縄な
わ

（
高
輪
）
に
。

（
佃
ノ
合
方
）（
二
上
り
）
は
る
か
あ
な
た
の
ほ
と
と
ぎ
す
。
初
音
か
け
た
か
羽
衣
の
、
松
は
天て
ん

女に
ょ

の
た
は
む
れ
を
、
み
保
に
た
と
へ
て

駿
河
の
名
あ
る
、
台
の
よ
せ
い
の
い
や
高
く
、
見
お
ろ
す
岸
の
筏い
か
だ守
り
。
日
を
背
負
ふ
た
る
阿
弥
陀
笠
。
法の
り

の
か
た
へ
の
宮
戸
川
。

流
れ
渡
り
に
い
ろ
い
ろ
の
、花
の
錦
の
浅
草
や
、御
寺
を
よ
そ
に
、浮う
か

れ
男
は
、い
づ
ち
へ
そ
れ
し
矢
大
神
。
紋
日
に
あ
た
る
辻つ
じ

占う
ら

の
、

松
葉
か
ん
ざ
し
二ふ
た

筋す
じ

の
、
道
の
い
し
ぶ
み
、
露
ふ
み
わ
け
て
、
ふ
く
む
矢
立
の
隅
田
川
。
目
に
つ
く
秋
の
七
草
に
、
拍
子
通か
よ

は
す

紙
ぎ
ぬ
た
。（
砧
ノ
合
方
）（
三
下
り
）
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り
乱
る
る
雁か
り

の
玉た
ま

章ず
さ

に
、
た
よ
り
を
聞
か
ん
封
じ
目
を
、
き
り
の
わ
た
し
に
棹
さ
す

舟
も
、
い
つ
越
え
た
や
ら
衣え

紋も
ん

坂
。
み
せ
す
が
か
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
つ
い
ゐ
つ
づ
け
の
朝あ
さ

の
雪
。
積
り
積
り
て
情な
さ
けの
深
み
。

恋
の
関
所
も
忍
ぶ
が
岡
の
、
蓮は
ち
すに
よ
れ
る
糸い
と

竹た
け

の
、
調し
ら

べ
ゆ
か
し
き
浮
島
の
、
か
た
な
す
も
と
に
籠こ
も

り
せ
ば
、
楽が
く

ノ
合
方 

楽が
く

の
音
共

に
東と
う

叡え
い

よ
り
も
、
風
が
降
ら
す
る
花
も
み
ぢ
、
手
に
手
あ
は
せ
て
貴
賤
の
誓
ひ
。
弁
財
天
の
御み

影か
げ

も
る
、
池
の
ほ
と
り
の
尊
く
も
、

め
ぐ
り
て
や
見
ん
、
八
つ
の
名
ど
こ
ろ
。

(2)　

 

開
曲

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
に
開
曲
さ
れ
た
。
文
政
は
、こ
の
翌
年
の
十
二
月
に
天
保
と
改
元
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
化

政
期
」
と
称
さ
れ
る
時
代
の
最
後
の
年
に
発
表
さ
れ
た
曲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(3)　

 

作
曲
者
・
作
詞
者

作
曲
は
、四
代
目
杵
屋
六
三
郎（
安
永
八
年
〜
安
政
二
年
。一
七
七
九
〜
一
八
五
五
）。十
四
歳
で
初
代
杵
屋
正
次
郎
の
門
に
入
り
、
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文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
四
代
目
六
三
郎
を
襲
名
。
立
三
味
線
に
昇
進
。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
六
翁
（
初
代
）
と
改

名
し
た
。
十
代
目
杵
屋
六
左
衛
門
と
と
も
に
長
唄
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
、
作
曲
、
演
奏
の
両
面
で
活
躍
し
た
。
七
代
目
市
川
団
十

郎
の
知
遇
を
得
て
、「
勧
進
帳
」
を
作
曲
し
た
ほ
か
、「
晒さ
ら
し女め

」、「
老
松
」、「
廓
三
番
叟
」、「
俄
獅
子
」、「
松
の
緑
」
な
ど
の
名
曲

を
残
し
て
い
る
。

正
本
に
「
杵
屋
六
三
郎
述
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
六
三
郎
自
身
の
作
詞
と
考
え
ら
れ
る
。

(4)　

曲
名
・
曲
趣 

「
吾
妻
・
東
」は
、都
よ
り
東
の
土
地
。東
日
本
の
諸
国
。峰
坂
の
関
以
東
、遠
江
の
国
以
東
、箱
根
山
以
東
な
ど
を
指
す
場
合
が
あ
っ

て
一
定
し
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う
「
吾
妻
」
は
江
戸
の
町
を
い
っ
て
お
り
、「
雪
の
富
士
」
を
唄
っ
て
も
、
そ
れ
は
江
戸
の
町
の

中
心
点
「
日
本
橋
」
の
橋
上
か
ら
の
眺
望
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
江
戸
の
富
士
」
な
の
で
あ
る
。

「
吾
妻
八
景
」
と
い
う
曲
名
か
ら
は
八
景
物
に
属
す
る
曲
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
曲
は
、「
瀟
湘
八
景
」、「
近

江
八
景
」の
流
れ
を
ひ
く
も
の
で
は
な
い
。既
成
の
八
景
や
そ
の
表
現
に
と
ら
わ
れ
ず
作
曲
さ
れ
て
い
る
。「
八
景
物
」に
つ
い
て
は
、

神
田
外
語
大
学
紀
要
第
十
一
号
（
一
九
九
九
年
）「
巽
八
景
と
八
景
物
」、「
長
唄
び
い
き
」（
青
蛙
房
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
実げ

に
豊
か
な
る
日
の
本
の
」
と
い
う
唄
い
出
し
は
、実
に
豊
か
に
大
き
い
。「
巽
八
景
」
の
「
大
江
戸
と
な
ら
ぬ
昔
の
武
蔵
野
の
」

も
大
き
い
が
、こ
ち
ら
は
「
尾
花
や
（
屋
）
招
き
寄
せ
た
り
し
」
と
料
亭
の
名
を
出
し
、「
恋
と
情
の
深
川
や
」
と
粋い
き

に
く
だ
け
る
が
、

「
吾
妻
八
景
」
で
は
、「
水み
な
か
み上
白
き
雪
の
富
士
、
雲
の
袖
な
る
花
の
波
。」
と
大
き
さ
を
持
続
し
、「
雪
の
富
士
」
や
「
花
の
波
」
の

と
こ
ろ
は
、
河
東
節
の
節
調
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
特
別
の
格
調
を
そ
な
え
て
い
る
。

(5)　
「
吾
妻
八
景
」
の
背
景

「
季
刊
邦
楽
」
33
号
に
「
吾
妻
八
景
」
の
総
合
研
究
の
成
果
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、吉
川
英
史
氏
の
説
を
一
部
紹
介
す
る
。
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「
吾
妻
八
景
」
の
歌
詞
、
そ
の
内
容
に
は
、
化
政
期
に
生
き
る
江
戸
庶
民
に
と
っ
て
、
美
し
き
も
の
、
善
き
も
の
が
歌
い
込
ま

れ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、千
代
田
城
や
武
家
屋
敷
で
は
な
く
、御
殿
山
の
桜
見
物
、吉
原
に
遊
ぶ
庶
民
で
あ
る
。
し
か
も
、

永
く
続
い
た
平
和
の
中
に
発
展
し
た
文
化
の
香
り
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
歌
詞
で
あ
る
。

次
の
天
保
期
に
な
る
と
、
世
は
国
学
の
興
隆
か
ら
王
政
復
古
の
風
潮
が
き
ざ
し
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
な
ど
が
勃
発
す
る
し
、
外

国
か
ら
の
圧
力
、
い
わ
ゆ
る
天
保
の
饑
饉
、
天
保
の
改
革
な
ど
、
厳
し
い
時
代
に
変
化
す
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
吾
妻
八
景
」
は
、

永
く
続
い
た
平
和
時
代
の
記
念
塔
で
あ
る
と
も
い
え
、
時
代
の
折
返
し
地
点
の
指
標
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

次
に
杵
屋
正
邦
氏
の
作
曲
に
つ
い
て
の
意
見
を
引
用
し
よ
う
。

(6)　

作
曲
に
つ
い
て

構
成　

前
弾
き
・
唄
・
合
方
・
唄
・
合
方
・
唄
・
合
方
・
唄
と
い
う
曲
の
構
成
は
、
箏
曲
の
大
き
な
手
事
物
の
構
成
に
似
て
い
て
、

舞
踊
曲
と
は
別
趣
の
、
唄
、
三
味
線
と
も
に
聴
か
せ
ど
こ
ろ
の
多
い
、
音
楽
の
た
め
の
音
楽
に
な
っ
て
い
る
。

調
絃　

調
絃
は
ま
ず
本
調
子
に
始
ま
り
、
や
が
て
二
上
り
、
次
い
で
三
下
り
と
、
二
回
の
上
行
転
調
を
行
い
、
各
調
絃
の
中
で

更
に
勘
所
（
施
律
）
上
の
転
調
が
あ
っ
て
、
音
高
的
に
も
極
め
て
変
化
に
富
ん
で
い
る
。

上
調
子　

長
唄
の
上
調
子
は
、
他
の
三
味
線
音
楽
よ
り
も
一
般
に
技
巧
的
で
手
が
こ
ん
で
い
る
が
、
特
に
「
吾
妻
八
景
」
で
は

上
調
子
が
活
躍
し
て
大
い
に
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

正
邦
氏
は
さ
ら
に
言
う
、「
三
下
り
に
な
る
と
途
端
に
曲
調
が
や
わ
ら
か
く
く
だ
け
、
粋い
き

め
い
て
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
必
ず

し
も
三
下
り
と
い
う
調
子
の
性
格
ば
か
り
で
な
く
、
作
曲
者
が
意
図
的
に
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
曲
節
を
つ
く
り
上

げ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
忍
ぶ
も
じ
摺
り
』
以
下
は
歌
詞
も
な
ま
め
き
、
そ
れ
を
受
け
て
曲
も
ま
た
艶
に
軽
い
。
た
だ
、

調
絃
は
三
下
り
で
あ
る
が
、
音
の
動
き
は
本
調
子
的
で
あ
る
。」
と
。
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(7)　

初
代
杵
屋
六
翁
歌
碑
の
こ
と
な
ど

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
二
日
の
夜
、
い
わ
ゆ
る
安
政
の
大
地
震
に
あ
う
。
十
一
月
二
十
一
日
、
不
忍
弁
天
に
参
詣
し
、

自
作
の
歌
碑
が
地
震
の
た
め
に
池
の
中
に
転
落
し
て
い
る
を
見
る
。
そ
の
夜
か
ら
発
熱
、
十
一
月
三
十
日
の
夜
、
生
涯
を
終
わ
る
。

辞
世　

濁
り
な
く
世
を
す
ま
し
け
り
蓮
の
露

不
忍
池
の
池
畔
に
建
て
ら
れ
た
歌
碑
に
は

　

た
る
ま
ね
ば　

ど
な
た
も
よ
し
や

　

綱
よ
り
も　

細
き
三
筋
の　

糸
の
世
わ
た
り

と
あ
る
。

現
在
の
歌
碑
は
戦
災
で
倒
壊
埋
没
し
て
い
た
も

の
が
長
唄
協
会
の
手
に
よ
っ
て
昭
和
三
十
一
年
二

月
五
日
復
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

初代杵屋六翁歌碑（不忍池　弁財天　境内）
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二　

本
調
子
部
分
の
考
察

「
実げ

に
豊
か
な
る
日
の
本
の
橋
の
た
も
と
の
」
の
「
豊
か
な
る
」
か
ら
は
「
豊と
よ

葦あ
し

原は
ら

」、「
豊と
よ

秋あ
き

津つ

島し
ま

」
の
「
豊
」
を
感
じ
る
。「
日

の
本
の
橋
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
日
本
橋
」。

(1)　

日
本
橋

こ
の
時
（
慶
長
八
癸
卯
の
年
）
日
本
橋
を
は
じ
め
て
掛
け
ら
る
。
見
聞
集
に
云
、
大
川
な
れ
ば
、
川
中
へ
両
方
よ
り
石
垣
を
築

出
し
掛
け
た
も
う
。
敷
き
板
の
上
、
三
十
七
間
四
尺
五
寸
、
広
さ
四
間
二
尺
五
寸
な
り
。
又
云
、
こ
の
橋
ご
普
請
の
時
分
、
日
本

国
の
人
あ
つ
ま
り
て
掛
け
た
る
橋
な
り
。
こ
の
橋
の
名
を
、
人
間
は
、
か
つ
て
も
っ
て
名
付
け
ず
。
天
よ
り
や
降
り
け
ん
、
地
よ

り
や
出
で
け
ん
。
諸
人
一
同
に
日
本
橋
と
よ
び
ぬ
る
こ
と
、
希
代
不
思
議
と
沙
汰
せ
り
と
云
々
（『
武
江
年
表
』）

池
田
弥
三
郎
氏
は
、「
日
本
橋
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

日
本
橋
は
、も
と
、日
本
橋
川
（
当
時
そ
の
名
は
な
か
っ
た
が
）
に
架
け
ら
れ
て
い
た
、粗
末
な
橋
で
、そ
の
橋
の
様
子
か
ら
「
二

本
橋
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
江
戸
の
町
の
造
成
に
つ
れ
て
、
立
派
に
改
修
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
途
上
で
、
誰
言
う
と
な

く
、二
本
橋
は
日
本
橋
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、誰
言
う
と
な
く
言
い
出
し
た
「
日
本
橋
」
と
い
う
名
を
、

誰
も
が
素
直
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
橋
は
に
ぎ
わ
し
く
な
り
、
付
近
は
日
本
の
代
表
の
土
地
と
な
り
、
さ
ら
に
全
国

里
程
の
中
心
と
な
り
、五
街
道
発
足
点
と
も
な
っ
て
い
っ
た
た
め
に
、ま
す
ま
す
「
日
本
橋
」
の
名
が
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

（『
日
本
橋
私
記
』
わ
た
し
の
橋
名
起
原
説
よ
り
。「
東
京
美
術
」）

(2)　

江
戸
紫
の
あ
け
ぼ
の
ぞ
め
や

日
本
橋
橋
上
か
ら
見
た
夜
け
方
の
情
景
で
あ
る
。「
橋
下
を
漕
ぎ
つ
た
ふ
魚
船
の
出
入
、
旦あ

し
たよ

り
暮
に
至
る
ま
で
、
嗷が

々
と
し

て
か
ま
び
す
し
」
と
『
名
所
図
会
』
と
あ
る
よ
う
に
活
気
に
満
ち
た
、
生
き
生
き
と
し
た
江
戸
町
民
の
活
動
を
背
景
に
し
た
「
あ

け
ぼ
の
」
な
の
で
あ
る
。
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(3)　

江
戸
紫

江
戸
で
染
め
た
紫
の
染
色
の
称
。
黒
み
深
い
古
代
紫
に
対
し
、
色
が
や
や
浅
く
明
る
い
。
杉
田
仙
蔵
と
い
う
多
摩
郡
松
庵
新
田

の
農
夫
が
京
都
智
積
院
の
円
光
の
協
力
を
得
て
創
始
し
た
と
い
う
。
仙
蔵
は
原
料
を
南
部
か
ら
求
め
、
自
ら
栽
培
し
、
苦
心
の
結

果
完
成
し
て
江
戸
に
流は

行や

ら
せ
た
と
伝
え
る
。

(4)　

曙
染
め

染
め
色
の
名
。
曙
の
空
の
よ
う
に
裾
を
白
地
に
し
て
、
上
の
方
を
紅
色
、
ま
た
は
紫
色
で
し
だ
い
に
濃
く
染
め
上
げ
た
も
の
。

鎌
倉
を
生
き
て
出
で
け
ん
初
鰹　
　

芭
蕉

帆
を
か
ぶ
る
鯛
の
騒
ぎ
や
薫
る
風　

其
角

　
　
　
　

・

日
本
一
を
二＊

つ
見
る
日
本
橋

＊ 

江
戸
城
と
富
士
山

橋＊

ま
で
も
江
戸
は
日
本
の
東
な
り　

＊ 

江
戸
橋
は
日
本
橋
の
東
方

み
な
か
み
白
き
雪
の
富
士

橋
上
か
ら
は
る
か
に
見
る
雪
を
い
た
だ
く
富
士
。
橋
下
は
も
ち
ろ
ん
「
日
本
橋
川
」
で
あ
る
。

呉
服
橋
御
門
外
の
北
、一
石
橋
か
ら
東
の
ほ
う
、日
本
橋
、江
戸
橋
等
を
経
て
永
代
橋
際
か
ら
大
川
へ
注
ぐ
ま
で
の
流
れ
を
い
う
。

慶
長
五
年
関
ヶ
原
合
戦
後
、
江
戸
の
町
割
を
し
た
際
、
最
初
に
掘
り
ひ
ろ
げ
た
川
筋
で
あ
る
。

(5)　

目
も
と
美
く
し
御
所
ざ
く
ら
・・・
か
を
り
に
酔
ひ
し
園
の
て
ふ

「
御
所
桜
」
は
、
花
弁
は
大
形
で
、
五
輪
ず
つ
一
房
と
な
っ
て
咲
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
御
殿
山
」
と
対つ
い

を
と
り
、
ま
た
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頭
韻
を
合
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
、
桜
の
品
種
は
か
か
わ
り
は
な
い
。「
御
殿
山
」
の
「
山
」
か
ら
「
山
な
す
」
と
続
け
、「
山
な
す
・

ひ
と
む
れ
」
と
続
く
。「
か
を
り
に
酔
ひ
し
園
の
蝶
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
か
を
り
」
は
、
人
々
の
か
お
り
か
、
花
の
か
お
り
か
。

ふ
と
思
う
の
は
、「
夢
に
や
人
の
遊
び
け
ん
、蝶
や
人
と
は
な
り
に
け
ん
」
と
い
う
『
胡
蝶
』
の
冒
頭
の
一
句
で
あ
る
。
こ
こ
の
蝶
を
、

園
の
蝶
と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
遊
女
た
ち
の
艶あ
で

や
か
な
姿
と
と
る
考
え
方
も
あ
る
。

「
花
の
か
ざ
し
を
、
か
い
ま
み
に
」
も
わ
か
り
に
く
い
。「
か
ざ
し
」
を
草
木
の
花
や
そ
の
小
枝
を
折
っ
て
、
頭
に
挿
し
た
も

の
と
と
る
か
。
手
や
物
な
ど
で
、
頭
上
を
覆
う
こ
と
と
す
る
か
。「
か
い
ま
み
」
て
い
る
の
は
「
青
簾
の
小
舟
」
で
「
歌
ふ
小
唄
」

の
主
で
あ
ろ
う
か
。
長
唄
「
花
の
友
」
に
は
、「
見
渡
せ
ば
、
流
れ
に
浮
む
一
葉
の
、
な
か
の
小
唄
の
顔
見
た
や
。
桜
が
物
を
言

は
う
な
ら
ば
、
さ
ぞ
や
悋り
ん

気き

の
た
ね
で
あ
ろ
、
粋す
い

な
隅
田
の
水
か
が
み
、
焦
れ
あ
う
た
る
船
の
う
ち
。」
と
あ
る
。

花
よ
り
も
心＊

の
散
る
は
御
殿
山

＊ 

品
川
宿
の
飯
盛
女
の
招
き
を
思
っ
て
。

次
に
「
高
縄
」
だ
が
、
小
唄
の
声
高
く
の
「
高た
か

」
に
重
ね
て
「
高
縄
」
と
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
今
で
こ
そ
高
輪
は
と
り
立
て

て
言
う
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
江
戸
の
昔
は
特
別
の
賑
わ
い
を
見
せ
た
土
地
で
あ
っ
た
。

新
内
『
蘭
蝶
』（
若
木
仇
名
草
）
お
宮
の
ク
ド
キ
に
、「
あ
の
蘭
蝶
殿
と
夫
婦
の
な
り
た
ち
、
話
せ
ば
長
い
高
輪
で
、
一
つ
内う
ち

に

互
ひ
に
出
居
衆
。
縁
で
こ
そ
あ
れ
末
か
け
て
・・・
」
と
あ
る
。「
出
居
衆
」（
で
い
し
ゅ
・
で
い
し
）
は
遊
里
語
で
、
看
板
を
借
り
て

自
前
で
稼
ぐ
男
女
の
芸
者
や
女
郎
を
い
う
。
そ
う
し
た
類
の
者
た
ち
の
稼
ぎ
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

(6)　

御
殿
山

長
禄
の
頃
（
一
四
五
七
〜
九
）
は
太
田
道
灌
の
館
が
あ
っ
た
。
江
戸
城
が
出
来
て
あ
と
、
宇
田
川
和
泉
守
長
清
に
こ
こ
を
守
ら

せ
た
。
徳
川
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
将
軍
の
遊
息
の
地
と
な
っ
た
。

春
の
頃
は
平
原
の
地
一
面
に
桜
が
咲
き
揃
っ
て
壮
観
で
あ
る
。
立
春
か
ら
七
十
日
目
こ
ろ
を
最
中
と
す
る
。
海
辺
に
近
く
遥
か
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に
房
総
の
山
々
を
眺
め
、
白
金
か
ら
目
黒
の
耕
地
を
見
晴
し
、
菜
の
花
の
美
し
さ
は
絶
景
で
あ
る
。〔
遊
歴
雑
記
〕

享
保
の
元
文
の
頃
（
一
七
一
五
〜
四
〇
）
吉
野
山
の
桜
を
移
植
し
た
。
江
戸
時
代
の
花
見
の
場
所
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て

い
た
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
海
防
の
た
め
に
こ
こ
の
土
を
削
っ
て
西
川
砲
台
を
築
き
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は

異
国
人
の
旅
館
が
建
て
ら
れ
た
。

御
殿
山
芝＊

の
響
き
で
花
が
散
り

＊ 

増
上
寺
の
晩
鐘
で

御
殿
山
銀
の
扇
に
帆＊

が
映
り

＊ 

高
輪
の
帰
帆

(7)　

高
輪

日
本
橋
よ
り
高
輪
大
木
戸
ま
で
お
お
よ
そ
一
里
三
十
丁
ほ
ど

あ
る
。
西
に
三
田
、白
金
、北
に
芝
、南
に
品
川
が
あ
り
、東
は
袖
ヶ

浦
に
臨
む
東
海
道
往
還
路
の
片
側
町
で
あ
り
、
大
木
戸
よ
り
品

川
宿
ま
で
が
約
八
丁
、
む
か
し
は
海
際
の
こ
の
高
地
を
高
縄
手

と
と
な
え
た
が
、
後
年
、
高
輪
と
改
め
ら
れ
た
。

　

大
木
戸　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
西
側
の
町
屋
の
内
、
間

口
二
十
間
、
奥
行
き
八
間
を
召
上
げ
て
建
て
た
。
土
手
石
垣
は

横
四
間
、
長
さ
五
間
、
高
さ
一
丈
。
そ
の
後
た
び
た
び
類
焼
に

あ
っ
て
棚
門
や
門
番
所
が
焼
失
し
た
後
は
、
高
さ
一
丈
、
長
さ

五
間
ほ
ど
の
左
右
の
土
手
石
垣
だ
け
を
残
し
て
放
置
さ
れ
、
い

つ
の
頃
と
も
な
く
廃
棄
さ
れ
た
。
現
在
は
そ
の
石
垣
の
一
部
が

高輪大木戸跡 ( 江戸名所図会 )
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国
道
ぞ
い
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

七
軒　

芝
田
町
九
丁
目
と
車
町
と
の
境
、
木
戸
ぎ
わ
ま
で
の

両
側
半
丁
ほ
ど
の
間
を
七
軒
と
呼
ん
だ
。
古
く
は
家
数
が
七
軒

で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
。
品
川
宿
と
同
じ
く
、
茶
屋
、
旅は
た
ご籠
が

軒
を
列
ね
て
、
旅
の
者
や
送
迎
の
者
た
ち
の
遊
興
の
場
所
と
な
っ

て
い
た
。
尾
張
屋
、
山
口
、
花
波
屋
、
仲
屋
、
泉
屋
、
万
屋
、

石
沢
な
ど
の
料
理
屋
と
岡
田
屋
、
亀
屋
な
ど
の
蕎
麦
屋
が
あ
っ

た
。「
江
戸
名
所
図
会
」
に
「
七し
ち

軒け
ん

と
云
ふ
辺
は
、
酒
旗
肉に
く

肆し

海

亭
を
ま
う
け
た
れ
ば
、
京
登
り
、
東
下
り
、
伊
勢
参
宮
の
旅
人

を
、
餞お
く

り
迎
ふ
る
と
て
来
ぬ
る
輩
と
も
が
ら、
こ
こ
に
宴
を
催
し
、
常
に

繁
昌
の
地
た
り
。
後
に
は
三
田
の
丘
綿
々
と
し
、
前
に
は
品
川

の
海
遥
か
に
開
け
、
渚な
ぎ
さ

に
寄
す
る
浦
浪
の
真
砂
を
洗
ふ
光あ
り
さ
ま景

な

ど
、
い
と
興
あ
り
。」
と
あ
る
。

「
川
柳
」
は
そ
の
場
所
柄
を
と
ら
え
て
い
う
。

高
輪
は
に＊

せ
と
浅
黄
で
持
っ
た
と
こ

＊
僧
侶
と
勤
番
侍
。

騎＊

馬
を
生
捕
る
高
輪
の
茶
屋
女

＊
遠
乗
り
の
若
侍

高
輪
ま
で
は
釈＊

迦
の
み
弟
子
な
り

＊
増
上
寺
あ
た
り
の
僧
の
遊
び

高輪大木戸跡（港区芝田町 9丁目）
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「
青
簾
の
小
舟
」
は
、
こ
う
し
た
高
輪
の
海
に
舟
を
浮
か
べ
て
の
遊
興
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
曲
の
趣
き
は
次
に
続
く
「
佃

の
合
方
」
に
よ
っ
て
海
と
い
う
よ
り
隅
田
川
を
さ
か
上
っ
て
ゆ
く
思
い
が
す
る
。

(8)　

佃
の
合
方

杵
屋
正
邦
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
隅
田
川
の
象
徴
的
音
型
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
程
、
江
戸
時
代
の
隅
田
川
及
び
そ
の
周
辺
の
描
写
に
密
着
し
た
佃
の
合

方
は
、
長
唄
ば
か
り
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
三
味
線
音
楽
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
吾
妻
八
景
」
の
佃
の
合
方
は
特

に
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
佃
の
合
方
そ
の
も
の
は
始
め
の
四
分
の
四
拍
子
二
小
節
だ
け
で
あ
っ
て
、
三
小
節
目
以
降
の
本
手
は

全
く
別
の
旋
律
を
次
々
に
展
開
、
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
こ
に
も
ま
た
佃
の
合
方
の
地
が
そ
の
底
流
に
ず
う
っ

と
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
後
略
）

(9)　

佃
節

隅
田
川
を
上
下
す
る
屋
根
舟
、
猪
牙
舟
の
中
で
芸
者
が
三
味
線
に
合
わ
せ
て
歌
っ
た
唄
。「
吹
け
よ
川
風
あ
が
れ
よ
簾す
だ
れ、
な
か

の
小
唄
の
顔
見
た
や
」
と
い
う
の
が
元
う
た
。

送＊

り
船
島
の
横
手
を
佃
節

＊
深
川
の
岡
場
所
あ
た
り
へ
の
船
か
。

三　

二
上
り
部
分
の
考
察

(1)　

は
る
か
あ
な
た
の
ほ
と
と
ぎ
す
、
初
音
か
け
た
か
羽
ご
ろ
も
の

長
い
合
方
が
終
わ
っ
て
二
上
り
に
転
じ
、「
は
る
か
あ
な
た
の
」
と
な
る
。
市
川
春
子
氏
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
充
分
に
唄

い
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
叙
景
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
ク
ド
キ
の
よ
う
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
拍
子
を
乱
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
、
爽
や
か
に

唄
い
ま
す
。『
ほ
と
と
ぎ
す
』
は
重
く
な
ら
ぬ
よ
う
き
れ
い
に
高
い
音
を
出
し
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
弾
ん
で
出
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

距
離
感
が
出
る
よ
う
に
唄
い
ま
す
。」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
距
離
感
が
出
る
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
で
は
っ
と
し
た
。
実
は
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私
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
夏
の
鳥
と
し
て
親
し
ま
れ
、
詩
歌
に
も
多
く
詠
ま
れ
る
。
と
い
う
知

識
は
あ
る
。
そ
し
て
い
く
つ
か
の
詩
歌
を
そ
ら
ん
じ
て
、
口
ず
さ
む
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
姿
・
習
性
・
鳴
き
か
た
・
鳴

き
声
、
ど
れ
に
つ
い
て
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
幸
い
に
し
て
良
書
に
出
合
っ
た
。『
続
江
戸
の
坂
東
京
の
坂
』（
横
関
英
一
著
・
有

峰
書
店
）
で
あ
る
。
次
に
一
章
を
引
く
。

(2)　

江
戸
時
代
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所

初
音
の
里

ー
小
石
川
の
白
山
の
あ
た
り
か
ら
、
指さ
す
が
や谷
町
へ
か
け
て
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
は
初
音
が
早
く
、

こ
こ
か
ら
鳴
き
そ
め
る
と
い
う
。
付
近
に
初
音
町
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
鶯
で
は
な
く
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
町
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

お
茶
の
水
か
ら
駿
河
台
に
か
け
て
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所
と
『
江
戸
花
暦
』
に
あ
る
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所
と
鶯
の
名
所
と
は
、

名
指
し
方
が
ち
が
う
、
鶯
の
名
所
は
、
た
い
が
い
梅
の
名
所
と
一
致
す
る
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所
は
範
囲
が
広
い
。
ほ
と
と
ぎ

す
は
飛
ん
で
い
る
と
き
だ
け
に
鳴
く
の
で
、
一ひ
と
こ
え声
と
一
声
の
間
に
大
き
な
距
離
が
あ
る
。
だ
か
ら
鳴
き
声
が
離
れ
る
。
一
声
め
は

白は
く
さ
ん山
の
人
が
聞
い
て
、
二
声
め
は
指
谷
町
の
人
が
聞
く
。
そ
れ
か
ら
、
駿
河
台
の
人
が
第
一
声
め
を
聞
い
た
と
き
は
、
第
二
声
め

は
お
茶
の
水
の
人
が
聞
く
。
そ
し
て
第
三
声
め
は
菊
坂
の
人
が
聞
く
。
こ
れ
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所
が
離
れ
て
い
て
範
囲
が
広
い

わ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
で
「
距
離
感
が
出
る
よ
う
に
」
唄
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

初
物
の
て
っ
ぺ
に
鳴
く
時
鳥

　

初
物
の
て
っ
ぺ
ん
銭ぜ
に

が
入
ら
ず
聞
き

「
初
音
か
け
た
か
」
の
「
か
け
た
」
は
時
鳥
の
鳴
き
声
「
て
っ
ぺ
ん
か
け
た
」
の
「
か
け
た
」
を
に
お
わ
せ
、
み
保
の
松
原
で

天
女
が
羽
ご
ろ
を
松
の
枝
に「
か
け
た
」意
に
か
け
る
。
三
保
は
駿
河
国
の
浜
辺
。
そ
こ
で「
駿
河
の
名
あ
る
台
の
」が
出
て
く
る
。
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駿
河
台
は
今
で
も
駿
河
台
下
か
ら
お
茶
の
水
駅
を
目
ざ
し
て
上
が
っ
て
行
く
と
、
か
な
り
の
急
坂
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
昔

は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(3)　

駿
河
台

昔
は
神
田
の
台
と
い
う
〔
図
会
〕。
神
田
山
と
も
い
う
。
江
戸
城
の
鬼
門
に
あ
た
る
。
駿
河
台
の
名
は
、
む
か
し
駿
河
の
在
番

に
賜
わ
っ
た
た
め
と
も
、
駿
河
大
納
言
（
忠
長
卿
）
の
屋
敷
と
し

て
賜
わ
っ
た
も
の
と
い
う
。
ま
た
は
駿
河
国
の
富
士
を
望
む
た
め

と
も
い
う
〔
駿
河
台
志
〕

家
康
は
、
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
駿
河
台
の
開
拓
に
着
手

し
て
、
同
八
年
三
月
三
日
に
、
二
万
石
以
上
の
諸
大
名
に
命
じ
て

神
田
山
を
崩
し
て
、
そ
の
土
で
浜
町
か
ら
新
橋
ま
で
の
海
を
埋
め

立
て
た
。
従
っ
て
昔
の
神
田
山
は
今
の
駿
河
台
の
よ
う
で
は
な
く
、

遠
く
柳
原
土
堤
ま
で
も
連
な
っ
た
一
大
丘
陵
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

の
役
夫
は
、
千
石
に
つ
い
て
一
人
の
割
り
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
、

俗
に
千
石
夫ふ

と
名
づ
け
ら
れ
た
。
京
橋
の
加
賀
町
、
尾
張
町
、
出

雲
町
な
ど
は
、
加
賀
、
尾
張
、
出
雲
の
千
石
夫
だ
け
の
手
で
埋
め

立
て
ら
れ
た
町
で
あ
る
。〔
江
戸
に
就
て
の
話
〕

地
名
ま
で
駿
河
三＊

河
は
台
に
乗
せ

＊
三
河
台
は
麻
布
。

(4)　

お
茶
の
水

水
道
橋
と
昌
平
橋
の
間
の
断
崖
百
尺
の
風
景
の
良
い
場
所
を
い

お茶の水　神田川と神田上水懸樋（江戸名所図会）
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う
。
朱
舜
水
が
中
国
の
赤せ
き
へ
き壁
を
小
さ
く
縮
め
た
よ
う
な
の
が
、
お

茶
の
水
の
風
景
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
は
こ
こ
を
小
赤
壁
と
名

づ
け
た
。

こ
こ
に
井
戸
が
あ
っ
て
将
軍
が
お
茶
の
水
に
召
上
が
っ
た
と
い

う
説
、
井
戸
で
は
な
く
、
こ
こ
へ
来
て
い
る
水
を
将
軍
の
お
茶
の

水
に
し
た
と
い
う
説
、
井
の
頭
の
お
茶
の
水
の
下
流
で
あ
る
と
い

う
説
、
い
ず
れ
も
、
将
軍
の
お
茶
の
水
に
用
い
た
こ
と
に
か
か
わ

り
を
持
つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。〔
画
報
〕

(5)　

水
道
橋

『
江
戸
名
所
図
会
』
に
、「
小
川
町
よ
り
小
石
川
へ
の
出
口
、
神
田
川
の
流
れ
に
架わ
た

す
。
こ
の
橋
の
少
し
下
の
方
に
神
田
上
水
の

懸か
け
と
い樋
あ
り
、
故
に
号な

と
す
。
万
治
の
頃
ま
で
、
駒
込
の
吉
祥
寺
こ
の
地
に
あ
り
。
そ
の
表
門
の
通
り
に
あ
り
し
と
て
、
こ
の
橋
の

旧
名
を
吉
祥
寺
橋
と
も
い
へ
り
」
と
あ
る
。
樋
は
明
治
三
十
三
年
ま
で
架
か
っ
て
い
た
。
お
茶
の
水
を
描
い
た
絵
に
は
必
ず
こ
の

懸
樋
が
書
か
れ
て
い
る
。

(6)　

台
の
よ
せ
い
の
い
や
高
く

「
よ
せ
い
」
に
は
「
余
情
」（
景
色
を
添
え
る
こ
と
。）
と
「
余
勢
」（
満
ち
あ
ふ
れ
た
気
力
）
と
の
両
様
子
の
用
法
が
あ
る
。
神

田
川
は
断
崖
絶
壁
の
下
に
流
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
お
茶
の
水
駅
の
あ
た
り
に
わ
ず
か
に
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。
見
お
ろ
す
流
れ

に
見
る
「
筏
守
り
」
で
あ
る
。「
日
を
せ
お
ふ
た
る
阿
弥
陀
笠
」
は
、
そ
の
筏
守
り
の
姿
で
あ
る
。

川
中
を
草
履
で
あ
る
く
筏
乗
り

馬
子
よ
り
も
風
雅
に
見
ゆ
る
筏
乗
り

神田川の流れ（聖橋から、見おろす）
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「
阿
弥
陀
笠
」
は
、
笠
を
、
仏
像
の
光
背
の
よ
う
に
後
ろ
に
傾
け
て
か
ぶ
る
こ
と
。「
後
ろ
し
ぶ
き
に
降
る
雨
に
、
か
た
げ
て
急

ぐ
阿
弥
陀
笠
」
と
、
近
松
の
『
冥
土
の
飛
脚
』
に
あ
る
。

こ
の
部
分
、「
日
を
背
負
ふ
た
る
阿
弥
陀
」
か
ら
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
神
田
山
日
輪
寺
を
指
し
て
い
る
と
す
る
説
も
あ
る
。

日
輪
寺
は
「
吾
妻
八
景
」
が
発
表
さ
れ
た
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
よ
り
は
る
か
以
前
の
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
、
浅
草

寺
の
西
ど
な
り
、
現
在
の
台
東
区
西
浅
草
三
丁
目
の
内
に
移
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
日
輪
寺
を
持
ち
出
す
の
に
は
少
々
無
理
を

感
ず
る
。「
阿
弥
陀
笠
」
に
続
く
「
法の
り

の
か
た
へ
の
宮
戸
川
」
で
の
「
法
」
を
日
輪
寺
を
さ
す
と
す
る
も
の
、
東
本
願
寺
を
さ
す

と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。「
宮
戸
川
」
は
隅
田
川
で
あ
る
か
ら
、
理
屈
っ
ぽ
く
言
え
ば
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
「
か
た
へ
」
と
い
う

言
葉
に
は
な
じ
み
に
く
い
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の｢

法｣

は
宮
戸
川
に
縁
の
深
い
「
浅
草
寺
」
を
思
っ
て
唄
う
こ
と
に
す
る
。「
花

の
錦
の
浅
草
や
、
御
寺
」
の
「
御
寺
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
浅
草
寺
で
あ
る
か
ら
、「
法
」
を
浅
草
寺
を
さ
す
と
す
る
の
で
は
重

な
る
と
思
わ
な
く
は
な
い
が
。

「
日
輪
寺
」
に
つ
い
て
は
、『
江
戸
名
所
図
会
』
か
ら
引
用
し
て
お
く
。

(7)　

神
田
山
日
輪
寺

芝
崎
道
場
と
号
す
。
誓
願
寺
の
北
の
方
に
あ
り
。
本
尊
阿
弥
陀
如
来
は
安あ
ん

阿あ

み弥
の
作
な
り
。
当
寺
は
時
宗
に
し
て
、
当
国
弘
法

最
初
の
道
場
と
ぞ
。
相
州
藤
沢
清し
ょ
う
じ
ょ
う
こ
う
じ

浄
光
寺
に
属
せ
り
。
開
山
真
教
坊
は
一
遍
上
人
第
二
世
に
し
て
、
往む
か
し古
諸
国
遊い
う
げ化
の
頃
、
当
国

豊
島
郡
芝
崎
村
に
至
る
に
、
か
し
こ
に
ひ
と
つ
の
叢そ
う

祠し

あ
り
。（
神
田
明
神
こ
れ
な
り
。
今
の
神
田
橋
御
門
の
辺
旧
名
を
柴
崎
村

と
い
へ
り
。）
そ
の
傍
か
た
は
らに
一
宇
の
草
庵
を
結
び
芝
崎
道
場
と
号
す
。（
当
時
の
権け
ん

輿よ

な
り
。）
そ
の
後
あ
ま
た
の
星
霜
を
経
て
、
慶

長
年
中
神
田
明
神
は
駿
河
台
へ
遷
さ
れ
、
当
時
は
柳
原
の
も
と
に
地
を
賜
ふ
。
又
明
暦
の
頃
今
の
地
に
う
つ
る
。

日
輪
寺
の
現
在
地
へ
の
移
転
に
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
江
戸
大
火
後
と
い
う
説
も
あ
る
。
昭
和
四
十
年
ま
で
、
こ
の
付

近
の
町
名
を
芝
崎
町
と
い
っ
た
、
そ
の
町
名
は
日
輪
寺
の
旧
地
の
名
に
由
来
す
る
。
国
際
劇
場
の
跡
に
建
つ
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
の
近
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く
に
あ
る
。

(8)　

花
の
に
し
き
の
浅
草
や
、
御
寺
を

(9)　

浅
草
寺

東
京
都
台
東
区
に
あ
る
聖
観
音
宗
の
総
本
山
。
金
竜
山
と
号
す
。
坂
東
三
十
三
所
観
音
の
一
三
番
。
推
古
三
六
（
六
二
八
）
檜ひ
の

前く
ま

浜
成
・
武（
竹
）成
兄
弟
が
宮
戸
川
（
隅
田
川
）
か
ら
一
寸
八
分
の
黄
金
の
観
音
像
を
引
き
あ
げ
、
土は
じ
の
ま
な
か
ら

師
真
中
知
の
自
宅
に
祭
っ

た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
平
公
雅
が
再
建
、
一
一
世
紀
半
ば
に
寂
円
が
再
興
し
た
。
源
頼
朝
や
足
利
尊
氏

ら
が
寺
領
を
寄
進
し
、
徳
川
家
康
の
江
戸
入
府
後
は
そ
の
保
護
を
得
て
隆
盛
し
た
。
火
災
の
た
び
に
幕
府
の
援
助
で
再
建
さ
れ
た
。

同
寺
を
中
心
に
浅
草
は
江
戸
の
盛
り
場
と
し
て
繁
栄
。
五
代
将
軍
綱
吉
の
と
き
寛
永
寺
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
。
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
戦
災
で
焼
失
。
一
九
五
〇
年
天
台
宗
か
ら
独
立
し
、
一
九
六
三
年
本
堂
再
建
。
伝
法
院
は
同
寺
の
本
坊
。

三
人
で
六
分
づ
つ
引
く
宮
戸
川

観
音
像
を
引
き
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
る
三
人
は
浅
草
神
社
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。

(10)　

浅
草
神
社

浅
草
三
社
権
現
・
三
社
明
神
・
三
社
さ
ま
と
も
。
祭
神
は
土は
じ
の
ま
な
か
ら
の
み
こ
と

師
真
中
知
命
・
檜ひ
の
く
ま前
浜
成
命
・
檜
前
武（
竹
）
成
命
で
、
大お
お
く
に
ぬ
し

国
主

命
を
合
祀
。
三
社
権
現
は
浅
草
寺
鎮
守
と
し
て
近
世
初
期
か
ら
記
録
に
み
え
、
浅
草
寺
と
と
も
に
厚
く
信
仰
さ
れ
た
。
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
神
仏
分
離
令
で
分
離
。
例
祭
は
五
月
一
七
・
一
八
の
三
社
祭
で
、
江
戸
三
大
祭
の
一
つ
。

観
音
像
が
発
見
さ
れ
た
の
は
三
月
十
八
日
と
い
わ
れ
、明
治
の
改
暦
以
前
の
三
社
祭
り
は
三
月
十
七
・
十
八
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。

境
内
に
は
多
く
の
句
碑
の
類
が
あ
る
。

女
房
も
同
じ
氏
子
や
除
夜
詣
も
う
で 

 

初
代
中
村
吉
右
衛
門

翁
の
文
字
ま
だ
身
に
そ
は
ず
衣
が
へ 

二
代
目
市
川
猿
之
助
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竹
馬
や
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぢ
り
に 

久
保
田
万
太
郎

雷
は
田＊

町
を
よ
け
て
鳴
り
渡
る 

 

初
代
花
柳
寿
輔

＊
寿
輔
は
浅
草
田
町
に
住
み
、
雷
も
よ
け
て
鳴
る
ほ
ど
や
か
ま

　
　
　
　
　

し
い
存
在
で
、
雷
と
あ
だ
名
さ
れ
た
と
い
う
。

(11)　

駒
形

駒
形
は
浅
草
寺
本
尊
の
観
音
像
が
最
初
に
安
置
さ
れ
た
場
所
と
の
言
い

伝
え
も
あ
り
、
駒
形
堂
の
そ
ば
に
浅
草
寺
領
内
は
殺
生
禁
断
の
地
と
す
る

と
い
う
「
浅
草
観
音
戒
殺
碑
」
も
残
る
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
私
は
ふ
と
思
っ
た
。「
法の
り

の
か
た
へ
の
宮
戸
川
」

の
「
法の
り

」
は
、
こ
の
駒
形
堂
を
思
っ
て
の
句
で
は
な
い
か
と
。

(12)　

い
づ
ち
へ
そ
れ
し
矢
大
神

浅
草
寺
境
内
か
ら
馬
道
へ
抜
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
矢
大
神
門
（
随
身
門
）

か
ら
浮う
か

れ
男お

は
矢
の
そ
れ
る
よ
う
に
そ
れ
て
吉
原
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

八
脚
門
の
切
妻
造
り
で
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）、
日
光
東
照
宮

造
営
と
同
時
に
浅
草
寺
内
に
勧
請
し
た
東
照
宮
祈
願
所
の
廟
門
で
あ
り
、

豊と
よ
い
わ
ま
ど
の
み
こ
と

磐
間
戸
命
、櫛く
す
い
わ
ま
ど
の
み
こ
と

磐
間
戸
命
の
二
像
を
安
置
し
た
が
、寛
永
三
年
（
六
二
六
）

に
本
宮
御
神
体
を
城
内
紅
葉
山
へ
遷
座
し
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）

二
月
の
火
災
で
浅
草
寺
本
堂
と
と
も
に
こ
の
旧
宮
も
焼
失
し
た
の
で
、
後

に
は
浅
草
寺
の
横
門
の
よ
う
に
な
り
、
馬
道
の
方
へ
抜
け
る
人
を
見
送
る

殺生禁断の碑
（駒形堂境内、台東区雷門2－2）

二天門（浅草寺境内）
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だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。

抜
け
る
の
を
弓
矢
を
持
っ
て
ね
め
て
ゐ
る

ど
う
し
や
う
の
相
談
を
聞
く
矢
大
臣

そ
れ
る
筈
矢
大
臣
か
ら
抜
け
て
行
き

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
神
仏
分
離
今
以
後
は
浅
草
寺
の
「
二
天

門
」
と
呼
ば
れ
、
増
長
天
と
持
国
天
と
を
安
置
す
る
。
こ
の
二
天
像
は
昭
和

三
十
二
年
、
寛
永
寺
の
厳げ
ん
ゆ
う
い
ん

有
院
（
四
代
将
軍
家
綱
）
霊
廟
の
勅
額
門
か
ら
移

し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
安
年
間
（
一
六
四
八
〜
五
二
）
の
作
。

(13)　

紋
日

廓
で
衣
服
を
着
替
え
な
ど
す
る
重
要
な
祝
日
。『
色
道
大
鑑
』
に
は
、「
家
々
の
紋
の
や
う
に
、
定
ま
り
た
る
こ
と
に
よ
り
て
紋

日
と
い
ふ
」
と
あ
る
が
、
ま
た
物
日
の
う
ち
紋
付
を
着
る
日
の
略
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。
一
月
は
松
の
内
、
十
一
日
、
十
五
日
、

十
六
日
、
二
十
日
。
二
月
は
十
日
。
三
月
は
三
日
。
五
月
は
五
日
。
七
月
は
七
日
。
九
月
は
九
日
な
ど
。
そ
れ
に
吉
原
で
は
三
月

十
八
日
の
三
社
祭
、
六
月
一
日
の
富
士
詣
、
七
月
十
日
の
四
万
六
千
日
、
八
朔
白
無
垢
、
八
月
十
五
日
の
名
月
、
九
月
十
三
日

後
の
月
、
十
二
月
十
七
、十
八
日
の
浅
草
歳
の
市
な
ど
が
あ
っ
た
。

紋
日
に
は
遊
客
は
昼
夜
の
揚
代
を
払
う
の
が
き
ま
り
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
女
た
ち
に
も
出で
せ
ん銭
が
か
さ
む
。
男
衆
た
ち
か
ら
遣や
り
て手

の
お
ば
さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
に
何
が
し
の
祝
儀
を
出
す
。
客
の
方
も
な
じ
み
と
も
な
れ
ば
、
女
の
顔
の
立
つ
よ
う
な
金
の
使
い
方
を

し
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
。

紋
日
と
も
な
れ
ば
女
は
思
う
客
が
来
る
か
来
な
い
か
は
気
に
か
か
る
ど
こ
ろ
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
う
ら
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
辻
う
ら
」
は
①
四
っ
辻
に
立
っ
て
最
初
に
通
っ
た
人
の
こ
と
ば
で
吉
凶
を
判
断
す
る
こ
と
。
②
吉
凶
を
う

二天門下より観音堂を見る
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ら
な
う
文
句
を
書
い
た
紙
。
ま
た
、そ
れ
を
売
る
人
。
な
ど
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、こ
こ
で
は
「
松
葉
か
ん
ざ
し
」
と
あ
る
か
ら
、

松
葉
の
形
に
作
っ
た
、
二
ま
た
の
か
ん
ざ
し
を
畳
の
上
へ
投
げ
、
そ
の
端
か
ら
畳
の
ふ
ち
ま
で
の
畳
の
目
の
丁
半
を
数
え
て
「
来

る
来
な
い
」
を
判
断
す
る
「
た
た
み
算
」
で
あ
ろ
う
。

『
四
季
の
山
姥
』（
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉）
に
は
、「
髪
の
乱
れ
を
か
き
上
げ
な
が
ら
た
た
み
算
。」
と
あ
る
。

「
ふ
た
す
ぢ
の
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
道
の
い
し
ぶ
み
」
の
語
が
出
て
き
て
、「
い
し
ぶ
み
」・「
露
ふ
み
わ
け
て
」・「
ふ
く

む
」
と
、「
ふ
た
す
ぢ
の
」
に
始
ま
る
同
種
の
韻
を
重
ね
、
さ
ら
に
「
ふ
く
む
矢
立
の
」
を
受
け
て
の
「
す
み
だ
川
」
の
「
す
み
」

に
は
「
墨
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
縁
語
、掛
詞
の
類
を
巧
み
に
連
ね
て
の
作
詞
で
あ
り
、「
道
の
い
し
ぶ
み
」、

「
矢
立
」
に
こ
だ
わ
る
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

(14)　

隅
田
川
・
荒
川
・
浅
草
川
・
宮
戸
川
・
大
川

荒
川
は
東
岸
綾
瀬
川
と
落
ち
合
う
と
こ
ろ
ま
で
の
呼
び
名
で
、
そ
れ
よ
り
下
流
、
東
岸
の
隅
田
村
に
沿
う
三
里
ほ
ど
の
あ
い
だ

を
隅
田
川
、
浅
草
大
川
橋
（
吾
妻
橋
）
よ
り
下
流
、
両
国
橋
の
あ
た
り
ま
で
を
浅
草
川
、
こ
こ
は
む
か
し
宮
戸
川
と
も
い
っ
た
。

大
川
は
形
容
か
ら
出
た
名
称
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
川
の
総
称
と
考
え
て
も
よ
く
、
ま
た
両
国
橋
よ
り
品
川
の
海
に
入
る
ま
で
の
呼

び
名
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。（『
文
政
江
戸
町
細
見
』）

(15)　

紙
砧

浅
草
紙
を
製
す
る
た
め
に
う
つ
砧
。
原
料
で
あ
る
一
度
使
っ
た
紙
を
水
に
漬
け
て
置
き
、
こ
れ
を
白
く
晒
す
た
め
に
う
つ
。

(16)　

浅
草
紙

昔
は
新
吉
原
遊
廓
か
ら
出
る
鼻
紙
屑
、
及
び
諸
方
か
ら
集
ま
る
襤ぼ

ろ褸
等
を
原
料
と
し
、
浅
草
山
谷
辺
で
漉
き
返
え
し
て
作
っ
た

紙
を
浅
草
紙
と
い
い
、
よ
く
落
し
紙
に
用
い
ら
れ
た
。
粗
末
な
鼠
色
の
も
の
で
、「
浅
草
寺
誌
」
に
よ
る
と
、
古
く
は
田
原
町
で

漉
い
た
と
あ
る
が
、
の
ち
に
は
鳥
越
か
ら
千
住
の
辺
で
漉
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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寝
ぬ
里
へ
ひ
び
く
山
谷
の
紙
砧

浅
草
の
名
物
観
音
海
苔
と
紙

「
寝
ぬ
里
」
は
、
言
う
間
で
も
な
く
吉
原
の
廊
。

浅
草
紙
に
は
上
中
下
の
三
種
類
が
あ
っ
て
、
上
は
一
貫
文
に
付
き
六
束
、
一
帖
四
十
八
枚
切
。
中
紙
一
貫
文
で
十
束
。
下
紙
が

十
三
束
。（『
御
府
内
備
考
』
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）。

こ
こ
で
の
「
紙
ぎ
ぬ
た
」
は
浅
草
紙
を
作
る
た
め
の
砧
の
音
で
あ
り
、
詩
に
う
た
わ
れ
る
、
僻
地
に
あ
る
夫
を
思
い
つ
つ
、
若

き
妻
が
打
つ
寒
夜
の
砧
の
響
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
雑
な
紙
を
打
つ
砧
だ
か
ら
と
い
っ
て
雑
に
弾
い
た
の
で
は
「
吾
妻
八
景
」

の
「
砧
の
合
方
」
に
は
な
ら
な
い
。

杵
屋
正
邦
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
遅
く
静
か
な
出
に
始
ま
っ
て
次
第
に
速
度
を
上
げ
、
タ
タ
キ
撥
、
ス
ク
イ
撥
、
ハ
ジ
キ
、
ウ
ラ
ハ
ジ
キ
等
を
駆
使
し
て
、
長
唄

三
味
線
の
真
価
を
遺
憾
な
く
発
揮
出
来
る
よ
う
に
作
曲
さ
れ
て
い
る
。
上
調
子
は
砧
地
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
高
さ
で
チン
リン
チン
リン

と
同
じ
リ
ズ
ム
を
刻
む
手
を
続
け
る
が
、
時
折
、
本
手
の
中
に
加
わ
っ
て
追
い
つ
追
わ
れ
つ
の
交
互
演
奏
を
行
う
。」

四　

三
下
り
部
分
の
考
察

(1)　

し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
、
乱
る
る
雁
の
玉た
ま
づ
さ章

「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
は
「
乱
る
る
」
を
い
う
た
め
の
序
詞
的
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
故

に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に
」（
伊
勢
物
語
）

(2)　

雁
の
玉
章

昔
、
中
国
で
、
蘇
武
が
雁
の
足
に
結
び
付
け
た
手
紙
が
漢
の
帝
に
届
い
た
と
い
う
漢か

ん
じ
ょ書

の
故
事
に
よ
る
。
手
紙
、
便
り
。

『
巽
八
景
』
に
、「
ご
ん
と
つ
く
だ
の
辻
占
に
燃
ゆ
る
炎ほ

む
らの

か
が
り
火
や
。
せ
め
て
恨
み
て
玉た

ま
づ
さ章

を
薄
墨
に
書
く
雁か

り

の
文
字
。」（
二
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世
立
川
焉え
ん

馬ば

・
天
保
十
年
〈
一
八
四
〇
〉）
と
あ
る
。

女
の
乱
れ
る
思
い
を
こ
め
た
文
の
封
を
切
り
、
男
は
そ
の
思
い
に
自
ら
も
心
を
乱
し
、
実
は
心
お
ど
ら
せ
て
足
を
北
国
（
吉
原
）

へ
向
け
る
の
で
あ
る
。

(3)　

き
り
の
わ
た
し
に
棹
さ
す
舟
も

「
き
り
」
は
「
封
じ
目
を
」
を
受
け
て
「
切
り
」
の
意
を
か
け
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
が
、「
き
り
の
わ
た
し
」
が

わ
か
ら
な
い
。

『
長
唄
全
集
』（
日
本
音
曲
全
集
）
や
『
長
唄
名
曲
要
説
』（
浅
川
玉
兎
）
な
ど
多
く
の
書
は
、最
後
の
渡
し
船
。
と
し
て
い
る
が
、

大
久
間
喜
一
郎
氏
は
「
地
名
配
列
の
上
か
ら
み
て
、
ど
こ
の
渡
し
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
秋
の
季
節
だ
か
ら
一
応
『
霧
の
渡
し
』
と

理
解
し
」
と
述
べ
、「
手
紙
の
封
じ
目
を
切
っ
て
読
む
と
す
ぐ
に
、
霧
の
立
ち
こ
め
た
渡
し
を
舟
で
越
え
た
よ
う
に
、
い
つ
衣
紋

坂
を
過
ぎ
た
の
や
ら
上う
わ

の
空そ
ら

で
、・・・
」
と
通
釈
し
て
い
る
。

稿
者
は
『
江
戸
語
大
辞
典
』（
前
田
勇
編
、
講
談
社
）
に
「
き
り
ぎ
り
す　

二
挺
立
て
の
小
舟
で
、
屋
根
の
あ
る
も
の
」
と
あ

り
、『
嬉
遊
笑
覧
』（
巻
二
下
、「
器
用
」
舟
）
に
「
二
丁
立
の
小
舟
に
や
ね
を
付
た
る
を
き
り

す
と
い
ふ
。
吉
原
が
よ
ひ
の
船

な
り
」
と
あ
る
の
に
着
目
し
た
。
さ
ら
に
同
書
に
は
「
鎰か
ぎ

屋や

仁
左
衛
門
と
い
ふ
舟
宿
が
い
ふ
。（
中
略
）
舟
い
そ
ぐ
故
に
、
櫓ろ

の

音
が
二
丁
で
き
り

す
と
鳴な
る

故
に
名
付
ま
し
た
と
い
ふ
に
、皆
大
笑
に
な
り
ぬ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
紫
む
ら
さ
きの

一ひ
と
も
の本

』（
天
和
三
年
・

一
六
八
三
年
）
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
り
、『
墨
水
消
夏
録
』（
文
化
一
四
年
・
一
八
一
七
）
も
「
二
丁
立
の
船
に
小
さ
い
掩
い
を

し
た
船
を
い
う
。
吉
原
通
い
の
船
で
あ
る
。
漕
ぐ
と
き
、き
り
き
り
と
啼
く
か
ら
と
い
う
。」と「
き
り
ぎ
り
す
」の
名
の
由
来
を
語
っ

て
い
る
。
鎰
屋
な
る
舟
宿
の
亭
主
の
話
の
終
わ
り
に
「
皆
大
笑
に
な
り
ぬ
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
じ
つ
け
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
稿
者
は
そ
の
こ
じ
つ
け
に
悪
乗
り
し
て
、
次
の
よ
う
な
情
景
を
思
い
浮
べ
る
。

矢
大
臣
門
か
ら
そ
れ
て
馬
道
へ
出
た
「
浮
れ
男
」（
お
大
尽
を
気
取
っ
て
い
る
男
）
は
、
や
が
て
待
乳
山
の
ふ
も
と
聖
天
町
に
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か
か
り
、
山
谷
堀
に
入
る
、
も
ち
ろ
ん
、
船
。
そ
れ
が
「
き
り
ぎ
り
す
」。

「
山
谷
橋
か
ら
河
口
ま
で
は
慶
長
中
御
城
普
請
の
際
、
砂
礫
の
搬
出
と
と
も
に
川
幅
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
の
で
、
吉
原
通
い
の
猪

牙
船
や
屋
根
船
が
今
戸
橋
を
く
ぐ
っ
て
漕
ぎ
入
る
こ
と
が
で
き
、
南
岸
に
並
ぶ
船
宿
は
こ
と
に
繁
昌
し
た
。」
と
『
浅
草
志
』
は

伝
え
る
。

川
柳
に
い
う
、
待
乳
山
今
で
は
猪ち
ょ
き牙
の
目
あ
て
な
り
。

「
わ
た
し
」
と
い
っ
て
も
対
岸
に
人
を
わ
た
す
た
め
の
「
わ
た
し
」
で
は
な
い
。
無
理
を
承
知
で
言
え
ば
現う
つ
し
よ世
の
極
楽
世
界
へ

渡
す
た
よ
り
の
船
だ
。
清
元
の
「
梅
の
栄
」
に
「
か
の
も
こ
の
も
を
都
鳥
、
い
ざ
言
と
は
ん
恵
方
さ
へ
、
よ
ろ
づ
吉
原
さ
ん
や
掘
」

と
あ
る
。
川
幅
は
六
間
。
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
散
歩
道
。

「
棹
さ
す
舟
」
の
ま
ま
で
は
衣え
も
ん紋
坂
に
は
越
え
ら
れ
な
い
、「
船
か
ら
上
が
っ
て
土
手
八
丁
」、
日
本
堤
か
ら
田た
ま
ち町
を
越
え
て
衣

紋
坂
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

田
町
で
は
反そ

り
衣
紋
で
は
の
め
る
也

不ぶ
お
と
こ男
も
坂
に
つ
く
ろ
ふ
ぬ
き
衣
紋

清
元
の
「
北
州
」
に
は
「
衣
紋
つ
く
ろ
ふ
初
買
の
、
袂

ゆ
た
か
に
大
門
の
・・・
。」
と
あ
る
。
衣
紋
坂
は
日
本
堤

か
ら
新
吉
原
大お
お
も
ん門
口
へ
下
る
坂
。
五
十
間
に
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
五
十
間
道
の
名
が
あ
る
。

山谷堀跡（雨水が川のように見える）
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(4)　

み
せ
す
が
が
き

吉
原
で
毎
日
暮
れ
六
ツ
、
各
楼
神
棚
の
鈴
を
合
図
に
、
内
芸
者
、
又
は
番
に
当
っ
た
新
造
数
名
が
、
神
棚
の
前
に
列
ん
で
弾
く

三
味
線
を
い
う
。
こ
の
間
に
遊
女
た
ち
は
張
り
見
世
の
座
に
着
く
が
、
出
揃
う
ま
で
は
繰
返
し
て
弾
い
た
。

(5)　

見
世
を
張
る

遊
女
が
見
世
に
居
並
ん
で
客
の
見
立
て
を
待
つ
こ
と
を
い
う
。
昼
見
世
は
正
午
か
ら
四
時
、
夜
見
世
は
六
時
か
ら
十
時
（
実
は

十
二
時
）
ま
で
。
ど
ち
ら
も
鈴
の
音
を
合
図
に
す
が
が
き
の
伴
奏
で
出
た
。

が
ら

と
鳴
ら
せ
ば
狆ち
ん

も
見
世
を
張
り

昼
見
世
。
武
家
は
暮
れ
六
ツ
の
門
限
が
厳
し
い
の
で
、
多
く
は
昼
間
来
遊
し
た
。
そ
の
た
め
正こ
こ
の
つ午
頃
よ
り
四な
な
つ時
頃
ま
で
を
昼
見

世
と
称
し
て
見
世
を
張
っ
た
が
、
い
つ
か
二や

つ時
近
く
よ
り
六む

つ時
近
く
ま
で
と
な
っ
た
。

さ
て
、「
み
せ
す
が
か
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
」
で
の
「
み
せ
す
が
か
き
」
を
張
り
見
世
の
座
に
着
く
ま
で
に
張
く
三
味
線
と

と
る
か
、遊
客
の
心
を
浮
き
立
た
せ
る
騒
ぎ
の
三
味
線
、鳴
物
の
音
と
と
る
か
。
先
に
出
た
「
き
り
の
わ
た
し
」
を
、最
終
の
渡
船
、

な
ど
と
る
と
、
暮
れ
六
ツ
に
弾
く
「
み
せ
す
が
か
き
」
で
は
あ
り
得
な
い
。

も
っ
と
も
、
女
の
手
紙
に
心
お
ど
ら
せ
て
衣
紋
坂
を
越
え
、
大
門
を
く
ぐ
っ
た
男
と
、
み
せ
す
が
が
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
男

と
が
同
一
人
物
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
ふ
と
思
う
、「
吾
妻
八
景
」
の
詞
章
は
、「
双す
ご
ろ
く六
」
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
。

双
六
は
一
つ
ず
つ
前
に
進
む
と
は
限
ら
な
い
。
一
つ
休
み
も
あ
れ
ば
、
二
つ
も
ど
る
も
あ
る
。

作
者
の
目
線
は
思
い
の
ま
ま
に
移
り
、
転
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
曲
は
す
ん
な
り
と
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
、

た
ち
ま
ち
に
季
節
は
移
る
。「
衣
紋
坂
」ま
で
は
秋
の
気
配
。
居
続
け
の
男
の
見
る
の
は「
朝
の
雪
」。
そ
し
て
舞
台
も
吉
原
か
ら「
忍

が
岡
」、「
不
忍
池
」
の
ほ
と
り
に
移
る
。
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(6)　

は
ち
す
に
よ
れ
る
糸
竹
の

「
は
ち
す
」
は
「
蓮は
す

」
に
同
じ
。
実
の
形
が
「
蜂
の
巣
」
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
と
い
う
。
蓮
の
葉
や
茎
か
ら
と
る
蓮
の
糸
は
、

極
楽
往
生
の
縁
を
結
ぶ
も
の
に
た
と
え
る
。「
糸い
と
た
け竹
」
は
「
糸し
ち
く竹
」
の
訓
読
。「
糸
」
は
弦
楽
器
、「
竹
」
は
管
楽
器
。
楽
器
の
総

称
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
演
奏
す
る
こ
と
。
音
楽
。

こ
の
あ
た
り
は
音
楽
の
神
と
さ
れ
る
弁
財
天
を
祀
る
浮
島
を
出
す
た
め
の
詞
章
で
あ
り
、
や
が
て
「
楽が
く

」
に
つ
な
い
で
ゆ
く
。

(7)　

上
野

江
戸
城
の
鬼
門
に
当
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
鎭
護
祈
願
の
た
め
に
、
家
康
を
祀
る
東
照
宮
と
、
京
都
比
叡
山
に
か
た
ど
る
東
叡

山
寛
永
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
忍
が
岡
と
い
う
別
名
が
あ
り
、山
下
に
広
小
路
の
盛
り
場
、不
忍
池
の
弁
天
、出
合
茶
屋
な
ど
が
あ
る
。

上
野
か
ら
屋＊

根
を
見
つ
け
て
謀
反
也

＊
吉
原
の
屋
根

籠＊

の
鳥
花
の
上
野
へ
放
生
会

＊
吉
原
遊
女
の
花
見

(8)　

不
忍
池

「
天
台
止
観
の
湖
水
、
浪
し
づ
か
に
し
て
紅
白
の
蓮
、
玉
を
吐
て
旭
を
む
か
へ
、
葉
は
水
面
を
覆
て
た
だ
芝
生
の
ご
と
し
。
池

の
見
わ
た
し
三
四
町
長
五
七
町
ほ
ど
、
源
は
谷
中
千
駄
木
の
谷
々
の
流
を
う
け
た
り
」（『
江
戸
砂
子
』）

弁
天
島
は
人
工
の
島
で
、『
江
戸
砂
子
補
正
』
に
、「
水
谷
伊
勢
守
、浅
草
川
御
普
請
御
手
伝
済
、領
地
の
人
夫
を
以
て
比
島
を
築
、

崇
源
説
院
御
父
、
浅
井
備
守
長
政
よ
り
伝
来
の
、
竹
生
島
弁
財
天
正
写
の
像
を
、
天
海
僧
正
に
命
じ
て
安
置
す
。」
と
あ
る
。

(9)　

出
合
茶
屋

池
の
名
と
相
違
の
客
の
来
る
所
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不
忍
の
茶
屋
で
忍
ん
だ
事
を
す
る

不
忍
池
の
南
岸
に
新
地
を
築
き
、
料
理
茶
屋
・
楊
弓
店
・
講
釈
場
な
ど
を
設
け
た
の
は
寛
政
頃
と
い
わ
れ
、
こ
れ
は
そ
の
後

取
り
こ
わ
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、「
増
補
武
江
年
表
」
に
よ
れ
ば
文
政
三
年
に
も
南
西
端
に
新
土
手
を
築
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

桜
や
梅
な
ど
も
植
え
、
料
理
茶
屋
や
水
茶
屋
も
軒
を
並
べ
、
昼
も
弦
歌
の
声
が
池
に
ひ
び
く
と
い
う
歓
楽
郷
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ひ
そ
ひ
そ
と
繁
昌
を
す
る
出
合
茶
屋

不
届
な
屏
風
を
池
へ
立
て
回
し

弁
天
で
見
れ
ば
新
土
手
蛇
の
や
う

「
か
た
な
す
も
と
に
、こ
も
り
せ
ば
」
は
後
に
続
く
『
楽
』
の
音
律
か
ら
い
え
ば
、ま
こ
と
に
神
妙
な
「
お
こ
も
り
」
で
あ
る
が
、

池
畔
の
お
も
む
き
か
ら
は
、
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。

(10)　

楽
の
合
方

「
楽
の
合
方
」
に
つ
い
て
杵
屋
正
邦
氏
は
「
調
子
が
三
下
り
だ
け
に
他
の
本
調
子
に
よ
る
楽
の
合
方
よ
り
印
象
が
や
わ
ら
か
い
。」

と
言
い
、田
島
佳
子
氏
は
上
調
子
に
つ
い
て
「
こ
れ
ま
で
の
佃
の
合
方
、紙
砧
の
合
方
の
上
調
子
は
替
手
形
式
の
部
分
は
わ
ず
か
で
、

あ
と
は
オ
ク
タ
ー
ブ
と
打
合
せ
部
分
の
多
い
手
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
楽
の
合
方
の
み
、
本
手
と
は
全
く
異
な
っ
た
独
立
し

た
旋
律
で
最
後
ま
で
演
奏
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
他
の
曲
の
上
調
子
と
違
っ
た
面
白
い
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す
。」
と
語
っ
て
い
る
。

(11)　

チ
ラ
シ

楽
の
合
方
が
上
が
っ
て
最
後
の
唄
の
部
分
に
は
い
る
。
舞
踊
曲
の
構
成
で
の
チ
ラ
シ
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
詞
章
は
他
の
部

分
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
、
格
調
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
花
も
み
ぢ
」
は
、
①
春
の
桜
の
花
や
秋
の
紅
葉
。
花
と
紅
葉
。
春
秋
の
自
然
美
を
代
表
す
る
。
②
花
の
よ
う
に
美
し
い
紅
葉
。

「
吾
妻
八
景
」
の
構
成
・
展
開
に
つ
い
て
は
、
春
に
始
ま
り
、
夏
・
秋
・
冬
と
四
季
が
描
か
れ
て
い
る
と
か
、
早
暁
に
始
ま
っ
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て
夜
に
至
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
作
者
は
も
っ
と
自
由
な
発
想
で
、
前
に
も
述

べ
た
、
双
六
的
展
開
を
と
り
、
あ
る
時
は
着
実
に
季
節
の
推
移
を
た
ど
り
、
あ
る
部
分
で
は
後
も
ど
り
を
し
て
曲
を
構
成
し
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

「
チ
ラ
シ
」
の
部
分
に
は
、
季
節
・
時
間
の
し
ば
り
は
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
花
も
み
ぢ
」
を
①
の
意
に
と
る
。

「
御
影
も
る
」
の
「
御
影
」
は
、神
や
天
皇
な
ど
の
霊
魂
。「
御
陰
」
と
す
る
と
、神
や
天
皇
な
ど
の
恵
み
。
恩
恵
。
の
意
に
な
る
。

「
も
る
」
は
「
漏
る
」
と
と
れ
ば
、
し
た
た
る
。「
守も

る
」
と
す
れ
ば
、
守ま
も

る
。
こ
の
場
合
、
両
様
の
解
釈
が
で
き
よ
う
。

①　

弁
財
天
の
恩
恵
の
し
た
た
る
、
池
の
・・・
。

②　

弁
財
天
の
み
魂
を
守
る
、
池
の
・・・
。

「
池
」
の
縁
語
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
①
と
な
ろ
う
か
。

終
曲
の
部
分
「
池
の
ほ
と
り
の
尊
く
も
め
ぐ
り
て
や
見
ん
、
八
つ
の
名
ど
ろ
こ
ろ
」
は
理
解
し
が
た
い
。
一
気
に
唄
い
納
め
て

し
ま
え
ば
、
別
に
気
に
な
ら
な
い
の
だ
が
、
字
づ
ら
だ
け
を
な
が
め
て
い
る
と
疑
問
が
生
じ
る
。「
八
つ
の
名
ど
こ
ろ
」
は
「
弁

財
天
の
御
影
も
る
、池
の
ほ
と
り
」
に
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
こ
こ
ま
で
唄
っ
て
き
た
「
名
ど
こ
ろ
」
は
な
ん
だ
っ

た
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
想
像
を
た
く
ま
し
う
し
て
思
う
。「
池
の
ほ
と
り
」は
作
者
六
翁
の
住
居「
池い
け

の
端は
た

」を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

六
翁
は
新
し
く
成
っ
た
わ
が
家
か
ら
な
じ
み
深
い
江
戸
の
町
々
、
名
ど
こ
ろ
を
見
は
る
か
す
、
そ
う
し
た
思
い
を
結
び
の
一
文
に

こ
め
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

「
吾
妻
八
景
」
は
、
ど
の
よ
う
な
席
で
開
曲
さ
れ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
私
は
池
畔
に
建
つ
「
六
翁
歌
碑
」
の
前
で
蓮
の
花

を
眺
め
な
が
ら
、何
と
は
な
し
に
思
っ
た
。
池
の
端
の
新
居
で
の
開
曲
、そ
れ
を
聞
き
入
っ
た
の
は
六
翁
を
敬
慕
す
る
一
門
の
人
々

と
ひ
い
き
の
面め
ん

々
。
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後　

記

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」
の
「
邦
楽
夜
話
」
に
出
始
め
て
五
年
め
に
入
る
。
月
一
回
だ
が
、
そ
れ
で
も
五
十
回
に
近
い
。
宇

田
川
清
江
さ
ん
の
リ
ー
ド
で
曲
を
お
聞
か
せ
し
な
が
ら
曲
の
成
立
や
ら
中
み
や
ら
、
背
景
・
伝
説
な
ど
を
話
す
。
テ
レ
ビ
の
「
芸

能
花
舞
台
」、
ラ
ジ
オ
第
二
の
「
邦
楽
の
楽
し
み
」
で
も
話
す
。
お
か
げ
で
決
っ
た
時
間
の
う
ち
に
話
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
と
か
く
万
事
が
解
説
的
に
な
っ
て
、
曲
そ
の
も
の
の
味
わ
い
を
そ
こ
ね
た
り
、
曲
か
ら
遠
ざ
か
っ
た

り
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。「
吾
妻
八
景
」
の
考
察
に
つ
い
て
も
そ
の
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
。
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