
『
世
間
妾
形
気
』
巻
二
の
一
小
考

野

澤

真

樹

一
、
は
じ
め
に

二
、
前
半
部
分
の
構
成
と
人
物
造
形

三
、
後
半
部
分
に
見
る
当
代
性

四
、
お
菊
の
長
談
義
に
つ
い
て

五
、
旧
作
利
用
の
意
味

む
す
び
に
か
え
て

上
田
秋
成
の
『
世
間
妾
形
気
』
は
、
従
来
よ
り
先
行
の
浮
世

草
子
の
影
響
が
濃
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
本
作

に
お
け
る
先
行
作
品
へ
の
近
似
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
証
す
る

も
の
で
あ
る
。
巻
二
の
一
は
複
数
の
女
の
噂
話
か
ら
な
る
前
半

部
分
と
、
二
人
の
妾
の
有
様
を
対
比
す
る
後
半
部
分
と
に
分
け

ら
れ
、
前
半
部
分
に
は
、
噂
話
の
担
い
手
と
し
て
西
鶴
の
浮
世

草
子
や
『
色
道
大
鏡
』
に
も
言
及
さ
れ
る
「
月
切
」
の
女
が
選

ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
部
分
は
同
時
代
に
出
た
『
風
俗
七

遊
談
』
と
重
な
る
記
述
が
あ
り
、
作
者
が
先
行
の
浮
世
草
子
と

同
様
に
当
代
性
を
備
え
た
描
写
を
目
指
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
前
半
と
後
半
の
間
に
あ
る
妾
肝
煎
・
お
菊
の
「
長
談

義
」
は
同
時
代
の
談
義
本
『
教
訓
雑
長
持
』
と
方
法
を
同
じ
く

し
、
こ
の
話
が
お
菊
に
よ
る
当
世
の
妾
へ
の
風
刺
を
主
眼
と
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
特
色
を
持
つ
巻
二
の
一
の
話
中
に
、

当
時
実
在
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
箇
所
が
存
す
る

こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
妾
形
気
』
に
お
い
て
は
先

行
作
品
と
の
近
似
を
前
提
と
し
つ
つ
、
細
部
に
織
り
込
ま
れ
た

事
柄
を
読
み
取
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
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一
、
は
じ
め
に

明
和
四
年

一
七
六
七

に
刊
行
さ
れ
た
和
氏
訳
太
郎
（
上
田
秋

成
）
の
『
世
間
妾
形
気
』
は
、
八
文
字
屋
本
の
代
作
者
・
江
島
其
磧

の
『
世
間
子
息
気
質
』『
世
間
娘
気
質
』
に
始
ま
る
気
質
物
浮
世
草

子
の
一
で
あ
る
。

時
に
文
運
東
漸
を
迎
え
、
旧
来
の
浮
世
草
子
は
読
者
を
失
い
つ
つ

あ
っ
た
。
末
期
浮
世
草
子
と
呼
ば
れ
る
宝
暦
、
明
和
、
安
永
年
間
の

作
品
に
は
、
中
国
白
話
小
説
の
翻
案
が
あ
り
、
江
戸
で
人
気
を
博
し

た
談
義
本
の
模
倣
と
思
し
い
作
が
あ
り
、
目
先
を
変
え
よ
う
と
す
る

書
肆
や
作
者
の
苦
心
が
窺
え
る
。
同
じ
秋
成
の
作
品
で
、『
妾
形
気
』

の
前
年
に
出
た
『
諸
道
徳
聴
耳
世
間
狙
』
は
、
一
応
は
多
田
南
嶺
の

浮
世
草
子
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
性
質
と
し
て
は
『
列
仙
伝
』

を
は
じ
め
と
す
る
大
坂
の
実
在
人
物
を
画
く
作
品
に
連
な
り１

）
、
上
方

の
滑
𥡴
本
類
に
近
い
。
こ
の
時
期
の
作
品
を
概
観
す
る
に
、
体
裁
は

と
も
か
く
、
内
容
の
面
か
ら
見
て
こ
れ
ら
を
一
同
に
「
浮
世
草
子
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
ほ
ぼ
意
味
を
成
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
篠
原
進
氏
が

「
汽
水
域
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
末
期
浮
世
草
子
の
内
容
は
あ
ま
り

に
も
雑
多
で
、
近
接
ジ
ャ
ン
ル
と
の
交
渉
が
盛
ん
で
あ
っ
た２

）
。

そ
の
中
で
、
内
容
、
題
名
と
も
に
旧
来
の
浮
世
草
子
を
模
し
た
こ

と
が
明
白
な
作
の
一
つ
が
『
世
間
妾
形
気
』
で
あ
る
。『
世
間
狙
』

が
風
刺
の
効
い
た
モ
デ
ル
小
説
で
、
多
く
の
後
印
本
が
残
る
こ
と
か

ら
長
く
愛
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
一
方
、『
妾
形
気
』
は
比
較
的
早
く

そ
の
刊
行
が
途
絶
え
て
い
る３

）
。
同
時
期
に
は
永
井
堂
亀
友
に
よ
る
気

質
物
の
多
作
が
あ
り
、
そ
の
中
の
『
世
間
姑
気
質
』
に
は
刊
記
の

「
明
和
九
年
」
を
貼
紙
に
て
「
明
和
十
年
」
と
改
め
た
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
売
れ
残
っ
た
初
印
本
の
刊
年
の
み
を
改
め
た
も
の
と
思
し
い４

）
。

『
妾
形
気
』
も
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
気
質
物
に
埋
も
れ
、
当
時
の
読

者
に
好
ま
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

本
作
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
モ
デ
ル
小
説
の
性
格
が
あ
り
、
ま
た
、

古
典
、
演
劇
、
地
方
伝
承
の
利
用
な
ど
、
旧
作
の
模
倣
の
み
で
は
片

付
け
ら
れ
な
い
特
色
が
指
摘
さ
れ
て
い
る５

）
。
一
方
で
中
村
幸
彦
氏
が

言
う
よ
う
に
、
西
鶴
、
其
磧
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る６

）
。『
妾
形
気
』
が
浮
世
草
子
の
旧
作
を
学
ん
だ
こ

と
は
、「
汽
水
域
」
を
形
成
し
た
一
部
の
末
期
浮
世
草
子
と
は
別
の

行
き
方
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、『
世
間
妾
形
気
』
に
お
け
る
先
行
作
品
の
摂
取
方
法
を

今
一
度
具
体
的
に
検
証
し
、
先
行
作
品
摂
取
の
意
義
の
一
端
を
探
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
構
成
の
上
で
先
行
作
品
を
学
ん
だ
こ

と
が
顕
著
な
巻
二
の
一
「
雛
の
酒
所
は
山
路
の
肝
入
嬶
が
附
親
」

（
以
下
「
本
話
」）
を
取
り
上
げ
る
。

本
話
の

概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
、
大
坂
は
西
堀
の
妾
肝
煎
「
山
路
の
お
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菊
」
の
所
に
、
妾
奉
公
を
す
る
女
た
ち
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
奉

公
先
で
会
っ
た
「
平
野
町
の
涼
風
堂
と
い
う
扇
屋
の
旦
那
」、「

の

干
鰯
屋
の
番
頭
」、「
長
堀
の
石
屋
」
の
噂
話
を
す
る
。
や
が
て
そ
れ

が
お
菊
の
耳
に
入
り
、
お
菊
は
女
た
ち
を
長
々
と
諭
す
。
そ
こ
へ
商

家
の
手
代
「
久
七
」
が
や
っ
て
き
て
、
妾
の
身
で
あ
り
な
が
ら
裕
福

な
暮
ら
し
を
す
る
「
お
れ
ん
」
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
語
る
。
皆
が
そ
れ

を
羨
む
と
こ
ろ
へ
、
今
度
は
湿
病
の
夫
を
養
う
た
め
に
色
を
売
る

「
四
十
五
六
ば
か
り
の
女
房
」
が
現
れ
、
集
ま
っ
て
い
た
面
々
は
彼

女
の
身
の
上
話
に
哀
れ
を
も
よ
お
す
。
最
後
は
「
扨
も
夜
は
さ
ま
〴
〵

の
あ
る
物
や
と
お
か
し
く
も
か
な
し
」
と
結
ば
れ
る
。

本
稿
で
は
便
宜
上
本
話
の
展
開
を
二
つ
に
分
か
つ
こ
と
と
す
る
。

複
数
の
女
に
よ
る
噂
話
に
よ
る
前
半
部
分
、「
お
れ
ん
」
と
「
四
十

五
六
ば
か
り
の
女
房
」
と
を
対
比
す
る
後
半
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
間
に
は
妾
肝
煎
「
お
菊
」
の
長
台
詞
が
あ
る
。
以
後
、
前
後
半

に
分
け
て
、
先
行
作
品
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。

二
、
前
半
部
分
の
構
成
と
人
物
造
形

本
話
の
前
半
で
は
、
複
数
の
女
が
妾
肝
煎
の
「
山
路
の
お
菊
」
の

も
と
に
集
ま
り
、
客
の
噂
話
を
す
る
。
ま
ず
は
先
行
研
究
を
整
理
し

つ
つ
、
前
半
の
構
成
と
人
物
造
形
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

早
く
後
藤
丹
治
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
噂
話
は
『
源
氏
物

語
』
の
一
場
面
を
利
用
す
る
。
話
の
冒
頭
の
、「
こ
ゝ
に
し
も
何
匂

ふ
ら
ん
女
郎
花
人
の
も
の
い
ひ
さ
が
に
く
き
世
に
」
と
い
う
和
歌
に

続
く
「
な
り
の
ぼ
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
さ
る
べ
き
す
ぢ
な
ら
ぬ
は
心

か
だ
ま
し
く
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』

「
帚
木
」
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
場
面
で
頭
中
将
が
語
る
言
葉
、

「
成
り
上
れ
ど
も
も
と
よ
り
さ
る
べ
き
筋
な
ら
ぬ
は
、
世
人
の
思
へ

る
こ
と
も
さ
は
言
へ
ど
な
を
こ
と
な
り
」
に
拠
る７

）
。
近
衞
典
子
氏
は

こ
れ
を
う
け
て
「
こ
の
「
雛
の
酒
所
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の

利
用
は
、
単
な
る
言
葉
の
上
だ
け
の
影
響
関
係
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
く
、
女
た
ち
が
噂
話
を
す
る
と
い
う
構
図
そ
の
も
の
が
「
雨
夜

の
品
定
め
」
を
反
転
さ
せ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
た８

）
。

冒
頭
に
引
用
さ
れ
る
和
歌
「
こ
ゝ
に
し
も
何
匂
ふ
ら
ん
女
郎
花
人
の

も
の
い
ひ
さ
が
に
く
き
世
に
」
が
『
湖
月
抄
』
等
の
源
氏
注
釈
書
に

お
い
て
「
帚
木
」
中
の
「
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
と
い
う
一

節
の
注
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と９

）
か
ら
も
、
こ
こ
で
作
者
が

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
場
面
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の

余
地
は
な
い
。

た
だ
、
複
数
の
人
間
が
身
の
上
話
や
噂
話
を
す
る
、
と
い
っ
た
趣

向
は
先
行
の
浮
世
草
子
に
も
見
ら
れ
る
。
早
い
も
の
で
は
西
鶴
の
『

艶
大
鑑
』
巻
二
の
五
「
百
物
語
に
恨
が
出
る
」（
貞
享
元
年

一
六

八
四

刊
）
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
遊
女
た
ち
が
百

物
語
に
興
じ
る
が
、
や
が
て
話
題
が
客
の
噂
へ
と
移
っ
て
い
く
。
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次
第
に
咄
し
替
り
て
、
身
の
上
の
お
そ
ろ
し
き
、
人
を
だ
ま

せ
し
事
ど
も
を
、「
今
思
へ
ば
、
千
日
寺
に
さ
る
か
た
さ
ま
の
、

石
塔
を
立
る
奉
加
の
大
分
あ
ま
る
を
、
身
あ
か
り
に
さ
し
つ
ぎ
、

又
は
長
門
の
助
さ
ま
に
、
切
も
せ
ぬ
外
の
か
も
じ
を
や
り
て
の

ぼ
ら
せ
、
く
た
る
事
は
な
ら
ず
、
い
と
し
や
、
堺
山
の
口
に
、

夜
番
を
し
て
、
浦
風
が
さ
ぞ
と
思
ひ
や
る
。」「
そ
れ
よ
り
は
、

肥
後
の
久
さ
ま
こ
そ
、
秤
十
露
盤
を
も
一
代
手
に
も
た
ず
、
人

さ
へ
五
十
人
も
つ
か
は
れ
し
身
が
、
お
内
儀
さ
ま
と
は
別
れ
、

今
は
高
原
の
ほ
と
り
に
ま
し
ま
し
て
、
竜
頭
を
か
づ
き
、
あ
つ

た
大
明
神
さ
ま
の
お
初
尾
を
、
申
請
に
あ
る
か
し
や
る
と
、
聞

も
か
な
し
。」
…

（『
諸
艶
大
鏡
』
巻
二
の
五
）

遊
女
た
ち
が
各
々
に
馴
染
み
、
身
代
を
潰
し
て
い
っ
た
男
の
話
に

涙
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
男
達
の

霊
が
現
れ
る
と
い
う
趣
向
で
あ

る
。
こ
れ
は
世
間
話
か
ら
「
次
第
に
身
の
上
の
咄
し
し
み
て
」、
奉

公
先
の
男
の
噂
話
を
は
じ
め
る
本
話
の
流
れ
に
類
似
す
る
。

其
磧
の
作
で
は
、『
傾
城
禁
短
気
』
巻
二
の
三
（
宝
永
八
年

一

七
一
一

刊
）
に
同
じ
話
形
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
野
傾
論
争
の

中
で
遊
女
を
貶
め
る
根
拠
と
し
て
、
客
の
文
を
謗
り
合
う
遊
女
の
様

子
が
描
写
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
其
磧
の
気
質
物
浮
世
草
子
『
浮

世
親
仁
形
気
』
巻
二
の
三
「
殺
生
を
楽
し
む
仏
嫌
ひ
の
親
父
」（
享

保
五
年

一
七
二
〇

刊
）
に
は
、「
町
内
の
年
寄
・
五
人
組
の
内

儀
達
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
の
有
様
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
と
い
う
趣
向

が
あ
る
。

つ
ま
り
本
話
は
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
文
章
を
借
り
な
が
ら
も
、

実
際
は
右
の
よ
う
な
浮
世
草
子
の
類
型
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
の
身
の

上
話
が
『

艶
大
鑑
』『
傾
城
禁
短
気
』
に
お
い
て
は
遊
女
の
、『
浮

世
親
仁
形
気
』
に
お
い
て
は
親
父
の
、『
妾
形
気
』
に
お
い
て
は
妾

の
様
々
な
有
様
を
、
登
場
人
物
の
口
を
通
し
て
読
者
に
伝
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
噂
話
の
担
い
手
と
な
る
女
た
ち
に
つ
い
て
、
文
中
に

「
月
切
」「
一
月
切
の
か
け
流
し
成
心
い
き
」「
月
君
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
彼
女
た
ち
が
一
ヶ
月
単
位
で
奉
公
す
る
妾
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
学
の
指
摘
が
あ
り
、「
本
章
は
、
宝

暦
頃
か
ら
一
般
化
し
た
短
期
契
約
の
妾
の
風
習
、
い
わ
ゆ
る
月
が
か

り
の
女
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
」（
森
山
重
雄
氏
『
上
田
秋
成
初
期

浮
世
草
子
評
釈
』）、「
宝
暦
の
頃
か
ら
見
ら
れ
る
「
月
が
か
り
の

女
」、
又
は
「
月
が
こ
ひ
の
女
」」、「
宝
暦
・
明
和
期
に
流
行
し
た

「
月
が
こ
い
の
女
」」（
浅
野
三
平
氏
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
第
二
章

三
節
）
な
ど
と
さ
れ
て
き
た10

）
。
浅
野
氏
が
挙
げ
た
『
明
和
視
聴
録
』

や
、『
大
阪
市
史
』
所
収
の
大
阪
町
奉
行
所
の
記
録
な
ど
か
ら
、『
妾

形
気
』
が
刊
行
さ
れ
た
当
時
に
こ
の
よ
う
な
月
切
の
妾
が
存
在
し
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
右
の
指
摘
が
、「
月
が
か
り
の
女
」

が
宝
暦
頃
に
初
め
て
出
現
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
少
し

訂
正
を
要
す
る
。
月
切
の
妾
は
西
鶴
の
浮
世
草
子
や
『
色
道
大
鏡
』

47 『世間妾形気』巻二の一小考



（
延
宝
六
年

一
六
七
八

序
、
藤
本
箕
山
）
に
も
見
え
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
『
色
道
大
鏡
』
が
詳
し
く
述
べ
て
い

る
。

月
切
女
は
、
我
も
の
と
定
め
を
か
ぬ
妾
也
。
こ
の
妾
は
大
名
戻

り
か
、
又
町
か
た
の
目
か
け
に
て
も
、
俄
に
浪
人
し
て
、
在
付

を
待
つ
内
の
業
也
。
そ
れ
と
心
ざ
し
仕
立
置
て
、
大
家
に
望
み

あ
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
る
幸
い
ま
だ
な
き
内
な
ど
に
、
こ
の
所

作
を
す
。
ひ
し
と
其
人
の
妾
と
き
は
め
て
わ
た
し
ぬ
れ
ば
、
祐
さいはい

き
た
る
時
引
と
ら
れ
ぬ
故
に
、
月
切
と
さ
だ
む
。
…
か
ゝ
り
て

の
心
に
も
、
程
長
く
定
め
を
き
、
あ
ひ
そ
め
て
も
し
心
に
あ
は

ざ
ら
ん
時
は
後
悔
あ
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
一
ケ
月
と
定
め
て
、

心
に
さ
へ
い
れ
ば
長
く
き
は
む
る
事
は
や
す
し
と
思
者
、
み
な

月
切
を
こ
の
め
り
。（『

色
道
大
鏡
』
巻
第
十
四
「
月
切
女
篇
」）

こ
こ
に
は
「
我
も
の
と
定
め
お
か
ぬ
妾
也
」
と
あ
り
、「
月
切
女
」

が
「
妾
」
の
一
種
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

『
色
道
大
鏡
』
の
後
の
部
分
に
は
一
月
の
う
ち
「
六
斎
日
」
に
勤
め

る
と
い
う
方
法
も
紹
介
さ
れ
、
本
話
の
女
た
ち
の
台
詞
の
中
に
「
月

に
六
日
の
定
め
」
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。『
好
色
一
代
男
』
巻
二

の
七
に
「
月
懸
り
の
手
か
け
者
」、『
好
色
一
代
女
』
巻
一
の
目
録
に

も
「
三
十
日
切
の
手
掛
者
」
が
登
場
し
、
西
鶴
の
頃
に
は
妾
奉
公
の

一
つ
の
形
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
思
し
い
。

な
お
、
浅
野
氏
は
『
妾
形
気
』
の
諸
編
が
「
秋
成
の
青
年
時
の

婦
体
験
」
に
基
づ
く
と
す
る
。
稿
者
も
西
鶴
の
作
品
や
『
色
道
大

鏡
』
が
本
話
の
直
接
の
素
材
と
な
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
秋
成
が
実

際
に
体
験
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
同
時
代
に
存
在
し
た
妾
の

一
種
が
物
語
の
登
場
人
物
に
選
ば
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

似
た
よ
う
な
例
は
『
妾
形
気
』
の
他
の
話
に
も
見
え
、
巻
二
の
三

に
描
か
れ
る
後
家
の
人
物
造
形
が
元
禄
十
六
年

一
七
〇
三

に
刊

行
さ
れ
た
『
傾
城
仕
送
大
臣
』
巻
三
の
四
に
登
場
す
る
「
坊
主
こ
か

し
」
と
呼
ば
れ
る
女
と
一
致
す
る11

）
。
こ
の
よ
う
に
『
妾
形
気
』
の
中

で
は
「
妾
」
と
い
う
題
材
に
合
わ
せ
、
当
時
実
在
し
、
先
行
作
品
に

も
登
場
し
た
様
々
な
売
色
の
中
か
ら
物
語
の
担
い
手
を
選
び
取
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
本
話
に
お
い
て
は
、
月
切
の
勤
め
ゆ
え
に
多
く
の

男
に
会
う
月
切
の
妾
が
、
客
の
噂
話
を
語
る
と
い
う
役
回
り
に
適
う

の
で
あ
る
。三

、
後
半
部
分
に
見
る
当
代
性

後
半
部
分
に
は
妾
の
身
で
あ
り
な
が
ら
裕
福
な
暮
ら
し
を
す
る

「
お
れ
ん
」
と
、
そ
れ
に
対
し
湿
病
の
夫
を
養
う
た
め
に
色
を
売
る

「
四
十
五
六
ば
か
り
の
女
房
」
が
登
場
す
る
。
女
達
は
「
お
れ
ん
」

の
こ
と
を
「
顔
を
見
合
せ
て
う
ら
や
む
」
一
方
、「
女
房
」
の
あ
り

方
に
「
哀
れ
を
も
よ
ほ
し
ぬ
」
と
い
う
。
こ
の
二
人
の
妾
の
対
比
が

後
半
の
大
筋
で
あ
る
。

48



こ
の
対
比
の
方
法
は
、
作
者
自
身
が
前
作
『
世
間
狙
』
巻
一
の
一

や
同
じ
『
妾
形
気
』
の
最
終
話
に
用
い
て
お
り
、
と
く
に
最
終
話
は

其
磧
の
『
世
間
娘
気
質
』
巻
三
の
二
を
ふ
ま
え
た
と
も
言
わ
れ
て
い

る12
）

。
こ
れ
も
前
半
の
噂
話
の
趣
向
と
同
様
に
、
浮
世
草
子
で
は
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
る
話
形
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
る
女
た
ち
と
よ
く
似
た
記
述
が
、
宝
暦
六
年

一

七
五
六

の
序
を
持
ち
、
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
『
風
俗
七
遊
談
』
に

見
出
せ
る
。『
七
遊
談
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
妾
、
踊
子
、
陰
間
、
比
丘

尼
、
夜よ
発たか
、
遊
女
を
贔
屓
に
す
る
者
た
ち
が
粋
で
も
野
暮
で
も
な
い

と
い
う
「
半
酔
散
人
」
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勝
っ
て
い
る

所
、
相
手
の
劣
っ
て
い
る
所
を
言
い
合
い
、
最
後
に
「
半
酔
散
人
」

が
評
を
下
す
。
こ
の
中
に
当
世
の
妾
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

『
七
遊
談
』
に
お
け
る
色
道
談
義
の
口
切
り
に
妾
を
称
え
る
「
妾

の
譚だん
」
が
見
え
、
そ
の
中
に
は
「
今
の
妾
奉
公
人
」
の
栄
耀
が
次
の

よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

其
外
名
あ
る
妾
も
多
く
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
今
の
妾
奉
公
人
の

し
や
れ
有
て
粋
な
に
は
及
ま
い
。
歌
を
読
で
思
ひ
つ
か
れ
る
な

ん
ど
ゝ
い
ふ
や
う
な
た
る
い
せ
ん
さ
く
で
は
な
し
。
い
か
や
う

な
大
家
へ
は
じ
め
て
ゆ
く
と
い
へ
ど
も
少
し
も
う
て
め
な
く
、

座
敷
の
取
廻
し
、
酒
を
飲
み
酒
を
も
飲
ま
せ
、
人
の
挨
拶
色
あ

つ
て
ひ
ん
し
や
ん
と
も
せ
ず
、
し
つ
こ
く
も
な
く
、
望
に
ま
か

せ
琴
三
味
線
歌
浄
瑠
璃
、
め
り
や
す
お
ん
ど
、
聞
く
人
う
つ
ゝ

を
ぬ
か
し
、
殿
様
を
目
の
塩
漬
に
し
て
、
仕
立
金
も
望
次
第
に
、

何
も
か
も
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
、
上
下
五
ツ
間
も
あ
る
別
家
に
男

女
の
数
を
多
く
つ
か
ひ
て
、
四
度
の
仕
着
は
京
染
に
物
好
を
つ

く
し
、
出
れ
ば
平
打
の
乗
物
に
対
の
六
尺
に
舁
れ
、
入
れ
は
蒔

絵
の
烟
草
盆
に
銀
の
煙
管
、
御
伽
の
医
者
に
按
摩
の
座
頭
が
左

右
に
つ
く
ば
い
、
芝
居
見
物
は
座
敷
を
続
に
し
て
、
衣
服
の
端

手
を
見
せ
、
目
黒
の
野
が
け
。
三
囲
の
摘
草
、
上
野
の
花
両
国

の
涼
に
…
其
栄
花
な
る
事
は
及
か
た
く
、
筆
に
も
口
に
も
尽
し

が
た
し
。
今
色
道
の
盛
な
る
も
の
、
是
に
超
る
者
は
ご
ざ
る
ま

い
。

（『
風
俗
七
遊
談
』
一
之
巻
「
妾
の
譚
」）

一
方
、
本
話
後
半
に
は
妾
の
「
お
れ
ん
」
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
奉
公

人
の
久
七
が
語
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
描
写
は
右
の
『
七
遊
談
』
と

重
な
る
。

い
か
さ
ま
人
の
果
報
と
云
も
の
は
け
つ
か
う
な
物
。
手
前
の
お

れ
ん
様
の
や
う
な
う
ま
い
身
ぶ
ん
と
申
て
は
、
広
い
大
坂
に
も

た
ん
と
ご
ざ
り
ま
す
ま
い
。
不
断
ち
り
め
ん
羽
二
重
を
五
ヅ
六

ヅ
づ
ゝ
引
か
さ
ね
て
ち
よ
つ
と
ど
れ
へ
ご
ざ
る
に
も
手
竹
輿
に

め
し
て
黒
土
ふ
ま
ず
、
芝
居
は
い
つ
も
初
日
チ
桟
敷
を
西
の
三

四
軒
め
に
極
め
、
勧
進
能
月
見
花
見
と
、
気
に
入
た
末
社
衆
を

引
つ
れ
て
の
お
出
。
内
に
ご
ざ
れ
ば
琴
三
味
せ
ん
。
香
茶
の
湯

と
取
か
へ
引
か
へ
て
の
お
な
ぐ
さ
み
。
…
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（『
世
間
妾
形
気
』
巻
二
の
一
）

記
述
の
類
似
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
話
に
お
い
て
「
お
れ

ん
」
と
対
比
さ
れ
る
「
四
十
五
六
ば
か
り
の
女
房
」
は
、「
古
袷
の

上
に
お
び
さ
へ
せ
ず
。
前
垂
の
紐
引
し
め
て
」
と
い
う
み
す
ぼ
ら
し

い
様
子
で
現
れ
、「
又
こ
よ
ひ
は
お
客
様
に
や
く
そ
く
致
し
た
夜
な

れ
ば
。
小
宿
ま
で
出
ま
す
る
」
と
語
る
。
こ
こ
も
ま
た
『
風
俗
七
遊

談
』
に
お
い
て
妾
を
貶
め
る
部
分
に
対
応
す
る
。

年
も
廿
七
八
に
成
て
顔
色
も
ひ
ね
て
。
妾
奉
公
の
な
ら
ぬ
者
は
。

肝
入
嚊かゝ
の
世
話
に
て
色
事
に
仕
成
し
て
。
小
宿
で
の
出
合
に
あ

る
き
。
今
日
を
過
る
是
を
山
猫
と
い
ふ
な
り
。

（『
風
俗
七
遊
談
』
三
之
巻
「
妾
の
譚
」）

右
に
あ
る
「
山
猫
」
と
い
う
女
の
描
写
に
は
、「
肝
入
嚊かゝ

の
世
話

に
て
」
と
あ
り
、『
妾
形
気
』
に
お
い
て
「
四
十
五
六
ば
か
り
の
女

房
」
が
お
菊
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
通
う
。
つ
ま
り
本
話
は

妾
奉
公
の
明
暗
両
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
七
遊
談
』
と
共
有
す
る
の
で

あ
る
。

加
え
て
、『
七
遊
談
』
に
は
当
時
の
妾
の
実
態
を
知
る
上
で
留
意

す
べ
き
記
述
が
な
お
多
い
。
展
開
上
は
少
し
遡
る
が
、
本
話
の
前
半

と
後
半
と
を
つ
な
ぐ
お
菊
の
長
台
詞
と
も
近
い
記
述
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

妾
は
表
立
ぬ
者
な
れ
ば
、
衣
類
髪
形
迄
も
端
手
に
す
べ
か
ら
ず
。

…
今
は
妾
の
道
を
取
失
て
遊
び
者
の
如
に
な
り
け
る
は
此
道
の

廃
れ
た
る
也
。
…
妾
者
と
遊
女
と
は
、
甲
乙
相
た
か
ひ
な
る
者

な
り
。
彼
は
桜
の
艶
な
る
あ
り
。
是
は
牡
丹
の
嬌
た
る
あ
り
。

其
志
と
す
る
所
は
、
共
に
人
の
妻
と
成
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
。
…

内
に
し
て
は
妾
、
外
に
し
て
は
遊
女
、
此
二
ツ
は
昇
て
奥
様
と

仰
が
れ
、
か
み
さ
ま
と
呼
ば
る
。

（『
風
俗
七
遊
談
』
三
之
巻
「
七
遊
の
惣
譚
」）

『
七
遊
談
』
は
七
種
の
色
売
の
う
ち
、
遊
女
と
妾
を
甲
乙
付
け
が

た
い
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
こ
こ
で
遊
女
と
妾
と
を
比
較
す
る
点
、

妾
が
派
手
を
好
ま
ざ
る
べ
き
点
な
ど
が
、
本
話
に
お
け
る
お
菊
の
主

張
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

『
七
遊
談
』
は
江
戸
、『
妾
形
気
』
は
大
坂
出
来
の
作
品
で
あ
る
。

本
話
が
『
七
遊
談
』
を
直
接
利
用
し
た
と
は
言
い
難
く
、
両
作
品
は

あ
く
ま
で
同
時
代
の
「
妾
」
観
を
共
有
す
る
資
料
と
と
ら
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
本
話
や
『
七
遊
談
』
が
描
く
よ
う
に
、
遊
女
と
見
紛

う
ほ
ど
に
派
手
な
暮
ら
し
を
送
る
妾
の
姿
は
、
西
鶴
の
頃
の
そ
れ
と

は
大
き
く
異
な
る
。
例
え
ば
「
妾
」
に
つ
い
て
『
色
道
大
鏡
』
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

彼
を
ひ
め
お
き
て
は
、
い
き
も
は
り
も
な
く
、
我
い
ふ
ご
と
く

に
な
り
。
う
わ
べ
妻
女
の
ご
と
く
に
し
て
、
う
つ
た
う
し
か
ら

ぬ
ぞ
た
の
も
し
け
れ
。

（『
色
道
大
鏡
』「
妾
篇
」）

初
期
の
浮
世
草
子
を
概
観
す
る
と
、『
西
鶴
置
土
産
』
巻
二
の
三
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に
は
「
上
町
者
の
手
か
け
ぐ
る
ひ
」
を
す
る
旦
那
に
対
し
「
磯
ぐ
る

ひ
」
と
い
う
言
葉
で
色
遊
び
の
楽
し
み
の
浅
い
こ
と
を
揶
揄
す
る
場

面
が
あ
る
。
こ
の
対
極
に
は
当
然
な
が
ら
遊
女
と
の
「
沖
」
を
泳
ぐ

よ
う
な
深
い
遊
び
が
あ
り
、
両
者
へ
の
認
識
の
隔
た
り
が
知
ら
れ
る
。

同
様
の
認
識
は
周
縁
の
作
で
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。

傾
国
の
末
世
む
か
し
よ
り
聞
伝
へ
た
る
強
張
の
よ
そ
ほ
ひ
か
け

て
、
妾
の
姿
と
ひ
と
し
。

（
元
禄
十
六
年
刊
『
傾
城
辻
談
義
』
巻
四
の
三
）

〔「
通
路
」
と
い
う
遊
女
に
つ
い
て
の
記
述
〕
随
分
や
わ
ら
か

に
律
儀
第
一
の
生
れ
付
。
そ
れ
し
や
の
風
な
く
、
推
と
云
字
を

は
な
れ
て
妾
者
の
ご
と
く
な
り
し
が

（
同
年
刊
『
傾
城
仕
送
大
臣
』
一
の
四
）

つ
ま
り
こ
の
時
点
で
、
妾
は
遊
女
の
よ
う
な
「
い
き
」「
は
り
」

も
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
宿
の
妻
に
近
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て

い
た
。

宝
暦
年
間
に
は
こ
れ
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
先
に
引

用
し
た
『
風
俗
七
遊
談
』
の
「
今
は
妾
の
道
を
取
失
て
遊
び
者
の
如

に
な
り
け
る
は
此
道
の
廃
れ
た
る
也
」
と
い
う
一
節
に
表
れ
て
い
る
。

本
話
に
は
お
菊
の
言
に
「
は
す
は
な
物
ず
き
よ
り
、
か
へ
つ
て
茶
や

者
の
第
二
に
お
ち
て
」
と
あ
り
、
論
調
は
『
七
遊
談
』
に
類
似
し
よ

う
。

本
話
と
『
七
遊
談
』
の
記
述
の
一
致
か
ら
は
、『
妾
形
気
』
が
た

だ
単
に
先
行
の
浮
世
草
子
を
模
倣
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
代

の
妾
の
性
質
の
変
化
ま
で
を
踏
ま
え
て
物
語
を
構
成
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
作
者
は
当
時
の
「
現
代
小
説
」
で
あ
る
気
質
物
浮
世
草
子

の
執
筆
に
際
し
、
題
材
に
対
す
る
取
材
を
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
話
は
先
行
の
浮
世
草
子
か
ら
得
た
構
成
を
大
枠
と
し

て
、
当
時
実
在
し
た
様
々
な
妾
の
中
か
ら
物
語
の
担
い
手
を
選
び
取

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
時
勢
に
合
わ
せ
た
描
写
を
行
う
の
は
、
西

鶴
、
其
磧
以
来
の
浮
世
草
子
作
者
が
と
っ
た
方
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。

本
話
は
『
妾
形
気
』
の
全
十
話
の
中
で
も
右
の
意
図
を
顕
著
に
感
じ

さ
せ
る
。
作
者
は
先
行
作
品
の
構
成
を
学
び
、
当
代
性
を
持
つ
題
材

を
選
ぶ
こ
と
で
、
典
型
的
な
気
質
物
浮
世
草
子
の
一
話
を
構
成
し
た

の
で
あ
る
。四

、
お
菊
の
長
談
義
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
は
先
行
の
浮
世
草
子
の
摂
取
に
重
点
を
置
き
つ
つ
『
妾

形
気
』
巻
二
の
一
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
先
に
言
及
し
た

先
行
作
品
は
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
新
興
ジ
ャ
ン
ル
と
地
続
き
で
も

あ
る
。
浮
世
草
子
の
典
型
を
守
る
本
話
に
お
い
て
も
、
若
干
で
は
あ

る
が
同
時
代
作
品
と
の
類
似
が
見
出
せ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
前
半
と
後
半
を
つ
な
ぐ
お
菊
の
長
台
詞
に
お
い
て
で
あ
る
。

本
話
で
は
三
人
の
女
の
身
の
上
話
を
描
い
た
後
、
妾
肝
煎
の
「
山
路
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の
お
菊
」
が
彼
女
た
ち
に
向
け
て
持
論
を
述
べ
る
。
一
部
を
次
に
引

用
す
る
。

口
々
の
そ
し
り
は
し
り
が
は
し
り
も
と
へ
聞
へ
て
、
あ
る
じ
の

お
菊
料
理
ご
し
ら
へ
も
大
か
た
に
座
敷
へ
出
て
、「
さ
き
に
か

ら
の
咄
は
打
と
け
て
の
う
さ
ば
ら
し
と
は
い
ひ
な
が
ら
あ
ま
り

成
る
か
げ
口
。
人
も
聞
ぞ
か
し
。
さ
る
事
な
く
て
さ
へ
、
色
柄

に
ぎ
り
て
揚
屋
の
か
し
か
り
の
諸
わ
け
に
は
ま
り
た
る
衆
は
、

妾
者
は
か
へ
り
て
実
な
き
仕
出
し
と
一
概
に
定
め
ら
る
る
事
も

無
理
な
ら
ず
。
妾
は
も
と
地
女
に
て
、
宿
の
妻
に
ひ
と
し
く
、

は
や
り
詞
し
ら
ず
、
口
舌
不
得
手
に
て
、
生
娘
の
心
も
ち
。
こ

と
に
初
目
見
へ
は
い
つ
も
嫁
入
の
夜
の
恥
か
し
み
。
な
じ
み
か

さ
ね
て
は
実
す
く
な
か
ら
ず
、
一
ト

際
し
め
や
か
な
ら
で
は
心

の
と
ま
る
物
な
ら
ず
。
茶
や
者
は
多
く
の
客
に
あ
ふ
を
全
盛
と

し
て
、
妾
者
は
一
人
の
男
に
ま
も
ら
る
る
を
お
の
が
さ
か
へ
と

す
る
物
ぞ
。
…
」
と
、
長
談
義
の
最
中
へ
…

（『
世
間
妾
形
気
』
巻
二
の
一
）

こ
こ
は
本
文
中
に
も
あ
る
通
り
ま
さ
に
「
長
談
義
」
と
言
う
べ
き

所
で
、
お
菊
の
説
教
は
お
よ
そ
一
丁
分
に
わ
た
る
。
そ
の
主
張
は
お

お
む
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

妾
は
多
く
の
客
を
と
る
遊
女
と
は
異
な
り
一
人
の
男
に
仕
え
る
も

の
で
、
あ
ま
り
蓮
葉
で
な
い
の
が
よ
い
。
近
頃
の
妾
は
遊
女
く
ず
れ

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
人
の
譏
り
を
受
け
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で

月
切
の
奉
公
と
思
う
か
ら
で
、
一
月
限
り
の
こ
と
だ
か
ら
と
い
っ
て

勤
め
を
い
い
加
減
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
実
を
も
っ
て
勤
め
れ
ば
気

に
入
ら
れ
、
後
に
宿
の
妻
と
な
ら
ぬ
こ
と
も
な
い
。

単
純
に
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ
で
お
菊
は
妾
奉
公
人
の
あ
る
べ
き

姿
を
語
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
女
た
ち
の
噂
話
に
続
い
て
の
「
長
談
義
」
と
い
う
流
れ
は
、

第
二
章
で
挙
げ
た
『
傾
城
禁
短
気
』
巻
二
の
三
に
少
し
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。『
禁
短
気
』
の
中
で
の
客
の
文
の
謗
り
合
い
は
、
男
色
の

対
象
で
あ
る
野
郎
と
、
傾
城
す
な
わ
ち
遊
女
と
の
優
劣
を
争
う
野
傾

論
争
の
中
で
、
遊
女
を
賤
し
い
も
の
と
み
な
す
理
由
の
一
つ
と
し
て

語
ら
れ
る
。
こ
の
謗
り
合
い
の
様
子
を
語
っ
た
あ
と
、
語
り
手
の

「
計
案
和
尚
」
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

此
影
口
の
む
さ
さ
き
た
な
さ
。
男
色
の
方
に
横
な
ど
き
ら
す
と

い
ふ
事
な
し
。
い
か
に
其
身
売
物
な
れ
ば
と
て
、
其
日
あ
ふ
客

は
か
り
に
も
一
日
の
夫
な
り
。
そ
れ
に
か
り
に
く
れ
ば
と
て
、

ゆ
き
て
其
ま
ま
は
や
わ
ざ
さ
し
て
、
跡
を
当
日
の
大
臣
へ
そ
な

ゆ
る
と
い
ふ
は
非
道
成
せ
ん
さ
く
。

（『
傾
城
禁
短
気
』
巻
二
の
三
）

複
数
の
人
間
に
よ
る
噂
話
の
後
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
行
わ

れ
る
と
い
う
点
は
本
話
に
類
似
し
よ
う
。
た
だ
、『
禁
短
気
』
で
は

女
達
の
噂
話
と
そ
の
後
の
批
判
と
が
と
も
に
「
計
案
和
尚
」
の
口
か

ら
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
噂
話
の
主
体
で
あ
る
女
達
と
、「
長
談
義
」
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の
主
体
と
が
同
じ
場
に
居
合
わ
せ
な
い
点
で
、
本
話
と
は
性
質
が
異

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
噂
話
と
長
談
義
と
の
組
み
合
わ
せ
を
効
果
的
に
利
用
す
る
話

が
『
教
訓
雑
長
持
』（
宝
暦
二
年

一
七
五
二

、
伊
藤
単
朴
）
に
見

ら
れ
る
。
巻
之
三
「
浅
草
寺
に
奴
集
り
主
人
を
評
議
せ
し
事
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
浅
草
寺
の
「
さ
る
宗
匠
の
俳
諧
の
万
句
」
の
裏
で
、

主
人
の
共
で
来
た
下
男
達
が
各
々
の
主
人
の
悪
口
を
言
い
合
う
の
を
、

俳
諧
師
の
夜
鳥
と
い
う
男
が
物
陰
で
聞
い
て
い
る
。
話
の
冒
頭
で
、

あ
る
僧
の
供
で
や
っ
て
き
た
男
が
「
車
座
に
並
び
、
面
々
主
人
の
善

悪
を
。
評
議
し
て
笑
ふ
ま
い
か
」
と
提
案
し
、
各
々
の
主
人
の
謗
り

合
い
に
花
が
咲
く
。
そ
の
後
で
末
座
に
い
た
「
武
士
方
の
供
」、「
い

か
に
も
、
一
ト
理
屈
こ
ね
そ
ふ
な
」
男
が
次
の
よ
う
に
語
り
始
め
る

の
で
あ
る
。

さ
き
か
ら
い
や
る
事
、
一
ツ
も
道
理
に
あ
た
ら
ぬ
。
尤
、
主
人

達
の
身
持
、
お
み
達
が
い
や
る
通
り
な
れ
は
、
一
ツ
も
道
に
か

な
ふ
人
は
い
な
い
。
其
旦
那
は
先
其
通
り
だ
が
、
い
か
に
謗
り

講
じ
や
と
て
も
、
片
落
に
主
ば
か
り
「
わ
る
い
〳
〵
」
と
も
い

は
れ
ま
い
。
先
、
雪
ふ
り
の
風
吹
の
と
供
先
の
太
義
を
い
や
る
。

き
つ
い
ふ
了
簡
。
此
方
共
は
。
武
士
の
食
く
へ
は
、
い
つ
と
て

も
二
合
半
か
き
込
で
、
夜
の
内
に
出
て
、
夜
に
入
て
帰
る
も
、

ふ
断
の
事
。
雨
に
も
、
雪
に
も
。
旦
那
の
御
供
斗
で
な
い
。
御

使
に
も
出
て
。
朝
か
ら
終
日
か
け
廻
る
。
…
お
手
前
達
も
。
主

の
馬
鹿
を
苦
に
せ
ず
共
。
面
々
、
心
を
磨
ひ
て
、
人
の
人
に
成

る
や
う
に
し
め
さ
れ
。
草
履
取
が
い
や
し
ひ
も
の
で
も
な
い
。

此
方
の
仲
間
か
ら
冠
着
た
人
も
む
か
し
は
出
た
げ
な
。
尊
ひ
も

卑
ひ
も
、
只
心
次
第
で
、
善
人
悪
人
と
、
末
世
迄
名
が
残
る
。

（『
教
訓
雑
長
持
』
巻
之
三
）

右
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
、
こ
の
後
話
は
本
筋
を
大
き
く

外
れ
分
限
の
町
人
の
こ
と
や
盆
の
踊
歌
に
到
る
ま
で
内
容
は
飛
躍
す

る
。
し
か
し
「
髭
奴
」
は
こ
こ
で
総
じ
て
主
人
の
悪
口
を
言
い
合
っ

て
い
た
面
々
を
諌
め
、
当
世
の
奉
公
人
を
批
判
す
る
と
と
も
に
そ
の

有
る
べ
き
姿
を
説
い
て
い
る
。
奉
公
人
た
ち
の
噂
話
に
よ
っ
て
俳
諧

狂
い
の
町
人
の
愚
か
さ
を
並
べ
立
て
、
後
の
長
談
義
に
よ
っ
て
奉
公

人
の
理
想
像
を
語
る
と
い
う
点
で
、
右
の
場
面
は
本
話
と
方
法
を
同

じ
く
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
雑
長
持
』
は
『
当
世
下
手
談
義
』
に
始
ま
る
狭
義
の
談
義
本13

）
の

一
つ
で
あ
る
。
談
義
本
に
お
い
て
は
一
話
ご
と
に
「
藪
医
者
」
や

「
豊
後
節
」、「
競
者

きおいもの
」
な
ど
当
代
の
厄
介
者
が
談
義
の
槍
玉
に
上

り
、
滑
𥡴
を
含
む
教
訓
・
風
刺
を
作
品
の
主
意
と
す
る
。
そ
の
た
め

に
、
作
中
に
は
一
人
の
人
物
が
長
々
と
語
る
形
式
が
と
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
一
方
、
本
話
に
お
け
る
お
菊
の
長
談
義
も
ま
た
、
当
代
の

妾
へ
の
批
判
や
理
想
像
を
語
る
点
で
、
同
様
の
性
格
を
持
つ
で
あ
ろ

う
。こ

う
し
て
見
る
と
、
本
話
の
構
成
は
先
行
の
浮
世
草
子
だ
け
で
な
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く
、
同
時
代
の
文
学
趨
勢
と
も
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
本
章
の
冒
頭
に
「
地
続
き
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
談
義
本
も

ま
た
西
鶴
や
其
磧
の
浮
世
草
子
の
影
響
の
下
に
あ
る
。
ど
こ
ま
で
が

先
行
の
浮
世
草
子
の
利
用
で
、
ど
こ
か
ら
が
同
時
代
作
品
の
模
倣
か

と
い
う
境
界
は
、
こ
の
文
運
東
漸
の
時
期
に
お
い
て
曖
昧
で
あ
っ
た
。

個
々
の
作
品
と
本
話
と
を
結
び
つ
け
る
決
定
的
な
証
拠
を
こ
れ
以
上

求
め
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
同
時
代
作

品
の
方
法
を
本
話
も
共
有
す
る
と
い
う
程
度
の
理
解
に
留
め
て
お
く
。

む
し
ろ
方
法
の
出
所
よ
り
も
、
目
的
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

話
の
読
者
は
、
お
菊
の
長
談
義
か
ら
妾
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
く
こ
と

に
こ
そ
話
の
主
意
が
あ
る
と
受
け
取
っ
た
に
違
い
な
い
。

五
、
旧
作
利
用
の
意
味

む
す
び
に
か
え
て

談
義
本
と
の
共
通
点
が
あ
る
に
せ
よ
、
旧
来
の
浮
世
草
子
と
並
べ

て
み
る
と
、
本
話
が
創
作
方
法
の
上
で
新
規
性
に
乏
し
い
こ
と
は
否

め
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
、『
妾
形
気
』
と
い
う
作
品
は
凡
庸
な
作
を
装
い
な
が
ら

も
細
部
の
描
写
に
多
く
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
全
て
が
読
者

に
伝
わ
っ
た
か
ど
う
か
果
た
し
て
定
か
で
は
な
い
が
、『
妾
形
気
』

の
執
筆
の
段
階
で
は
、
そ
の
細
部
に
こ
そ
作
意
が
込
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
本
話
が
同
時
代
の
文
学
趨

勢
へ
の
接
近
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
先
行
作
品
を
よ
く
学
び
、
悪

く
言
え
ば
あ
り
き
た
り
な
構
成
を
と
る
こ
と
に
も
何
ら
か
の
意
味
を

考
え
た
く
な
る
。

そ
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
の
が
、
本
話
前
半
の
女
達
の
噂
話
の

内
容
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
中
に
登
場
す
る
客
の
描
写
を
抜
き
出
し

て
み
る
。

平
野
町
の
涼
風
堂
と
い
ふ
扇
屋
の
旦
那
め
、
き
つ
い
ぜ
い
こ
き
。

…
此
間
と
ゝ
さ
ん
と
つ
れ
立
て
御
霊
様
へ
参
つ
た
と
き
、
平
野

町
を
心
が
け
て
透
つ
た
ら
、
一
間
ン
半
口
の
き
た
な
ゐ
扇
屋
。

店
の
は
な
で
銭
な
ら
五
文
の
事
を
芋
売
と
喧
嘩
し
て
居
を
つ
た

を
…の

干
鰯
屋
の
番
頭
と
い
ふ
者
、
新
町
嶋
の
内
が
よ
ひ
に
親
方

の
手
前
に
三
度
も
不

な
品
も
有
た
と
の
咄
し
。
今
は
き
つ
と

し
ま
り
て
其
家
の
白
鼠

長
堀
の
石
屋
と
て
六
十
ば
か
り
の
か
た
蔵
、
禿
天
窓
に
黒
紬
の

衿
ま
き
、
い
つ
も
白
茶
の
木
綿
羽
織
に
紋
は
た
し
か
丸
の
内
に

抱
柊
、
す
み
ど
り
の
紙
入
に
文
字
替
の
銭
を
こ
は
ぜ
に
つ
け
て

居
る
親
仁
。

（『
世
間
妾
形
気
』
巻
二
の
一
）

こ
こ
に
は
客
の
名
こ
そ
出
な
い
が
、
そ
の
素
性
や
店
の
様
子
、
服

装
に
到
る
ま
で
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
に
気
が
付
く
。

こ
の
う
ち
「

の
干
鰯
屋
」
と
い
え
ば
、『
浪
花
見
聞
雑
話
』
に
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載
る
「
南
金
」
と
い
う
人
物
に
思
い
当
た
る
。

宝
暦
の
頃
、

に
南
部
屋
金
兵
衛
と
言
干ほし
魚か
屋
有
。
此
人
、
素

人
に
て
浄
瑠
璃
を
語
る
事
、
古
今
無
双
の
銘
人
な
り
。
…

（『
浪
花
見
聞
雑
話
』「
南
金
浄
瑠
璃
」）

女
の
話
に
は
「
干
鰯
屋
の
番
頭
」
と
あ
る
た
め
、「
南
金
」
に
つ

い
て
の
記
述
と
造
形
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

描
写
の
細
か
さ
か
ら
見
て
、
本
話
に
登
場
す
る
三
人
の
客
に
右
の
よ

う
な
実
在
人
物
が
モ
デ
ル
と
し
て
当
て
込
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

本
話
は
複
数
の
登
場
人
物
に
妾
の
様
々
な
有
様
や
あ
る
べ
き
姿
を

語
ら
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
表
向
き
の
特
色
で
あ
っ
て
、

作
者
が
前
作
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
で
見
せ
た
周
辺
人
物
へ
の
風
刺

も
本
話
の
細
部
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
一

読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
表
す
言
葉
は
短
い

が
か
な
り
辛
辣
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
前
作
よ
り
随
分
控
え
め

で
、
先
行
作
品
に
借
り
た
話
の
構
成
が
こ
の
毒
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。

『
妾
形
気
』
は
前
作
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
に
比
べ
、
先
行
作
品

の
影
響
が
濃
い
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
そ
の
定
説
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
妾
形
気
』
の
性
格
は
先
行
作
品
の
摂
取
の
み
で
は
説

明
で
き
な
い
。
特
に
本
話
に
お
い
て
は
浮
世
草
子
の
類
型
を
襲
っ
た

話
の
中
に
、
当
代
の
様
々
な
事
柄
に
対
す
る
風
刺
が
織
り
込
ま
れ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。
作
品
の
細
部
に
織
り
込
ま
れ
た
要
素
を
考
え

た
と
き
、
先
行
作
品
を
学
ん
だ
話
の
構
成
や
長
談
義
に
重
点
を
置
く

方
法
な
ど
は
、
作
者
の
意
図
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
細
部

を
覆
い
隠
す
隠
れ
蓑
に
な
り
得
る
。
西
鶴
や
其
磧
か
ら
得
た
類
型
を

認
め
た
う
え
で
、
そ
の
細
部
に
隠
れ
た
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
が
今

後
の
作
品
理
解
の
上
で
の
課
題
と
な
ろ
う
。

注１
）

中
村
幸
彦
氏
「
宝
暦
明
和
の
大
阪
騒
壇
」、「
秋
成
に
描
か
れ
た

人
々
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
六
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二

年
）
所
収
）

２
）

篠
原
進
氏
「
浮
世
草
子
の
汽
水
域
」（『
浮
世
草
子
研
究
』
創
刊
準
備

号
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）。
な
お
、
当
時
の
浮
世
草
子
の
状
況
は
中

村
幸
彦
氏
「
安
永
天
明
期
小
説
界
に
於
け
る
西
鶴
復
興
」（『
中
村
幸
彦

著
述
集
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）
に
も
詳
し
い
。

３
）

長
島
弘
明
氏
「『
諸
道
聴
耳
世
間
猿
』『
世
間
妾
形
気
』
書
誌
」（『
実

践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
十
三
号
、
一
九
八
一
年
三
月
）、
及
び

同
氏
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
所

収
『
世
間
妾
形
気
』
解
題
。
長
島
氏
は
『
妾
形
気
』
の
刊
行
が
早
く
途

絶
え
た
理
由
に
つ
い
て
、「
火
災
そ
の
他
に
よ
る
板
木
の
早
い
時
期
の

消
滅
・
散
佚
と
い
う
外
的
な
要
因
」
を
推
定
し
て
い
る
。

４
）
『

原
文
庫
選
集
』
第
二
巻
所
収
『
当
世
銀
持
気
質
』
解
題
（
臨
川

書
店
、
二
〇
一
七
年
、
稿
者
担
当
）

５
）
『
妾
形
気
』
の
細
部
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
備
わ
る
。【
古
典
】

浅
野
三
平
氏
『
上
田
秋
成
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
）
第
二

章
四
「『
世
間
妾
形
気
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
「
諸
国
廻
船
便
」「
歌
枕
染
風
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呂
敷
」
に
及
ぶ
」、

近
衞
典
子
氏
「『
世
間
妾
形
気
』
と
古
典
｜
巻
一

｜
一
「
人
心
汲
て
し
ら
れ
ぬ
朧
夜
の
酒
宴
」
を
中
心
に
」（『
上
田
秋
成

新
考
｜
く
せ
者
の
文
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
）、【
演
劇
】

日
野

夫
氏
「
秋
成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
」（『
文
学
』
第
五
十
巻
十
号
、

一
九
八
二
年
十
月
）、
神
楽
岡
幼
子
氏
「『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
挿

絵
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
七
十
号
、
一
九
九
三
年
十
二
月
）、
同
氏

「『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
と
歌
舞
伎
」（『
演
劇
研
究
会
会
報
』
二
十
五

号
、
一
九
九
九
年
六
月
）、【
地
方
伝
承
】
堤
邦
彦
氏
「
諸
道
聴
耳
世
間

猿
の
構
造
｜
世
間
と
伝
承
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
七
巻
三
号
、

一
九
八
〇
年
三
月
）、
堤
邦
彦
氏
「『
世
間
妾
形
気
』
の
地
方
説
話
を
め

ぐ
っ
て
｜
巻
一
の
二
・
一
の
三
私

」（『
文
学
・
語
学
』
九
十
四
号
、

一
九
八
二
年
七
月
）、
長
島
弘
明
氏
「
秋
成
浮
世
草
子
と
浦
島
伝
承
」

（『
秋
成
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
）
な
ど
。

６
）

中
村
幸
彦
氏
「
秋
成
に
描
か
れ
た
人
々
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第

六
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）
に
「
西
鶴
又
は
其
磧
か
ら
の
影

響
は
益
益
濃
」
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

７
）

後
藤
丹
治
氏
「
雨
月
物
語
に
及
ぼ
せ
る
源
氏
物
語
の
影
響
」（
日
本

文
学
研
究
資
料
叢
書
『
秋
成
』、
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
）

８
）

近
衞
典
子
氏
前
掲
論
文

注
５
）

９
）

こ
の
こ
と
は
以
前
拙
稿
「『
世
間
妾
形
気
』
の
方
法
｜
二
の
三
「
若

後
家
の
寺
参
り
は
て
つ
き
り
仕
立
物
や
の
宿
替
」
の
場
合
」（『
國
語
國

文
』
第
八
十
三
巻
十
号
、
二
〇
一
四
年
十
月
）
第
三
章
に
て
言
及
し
た
。

10
）

森
山
重
雄
氏
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
）、
浅
野
三
平
氏
『
上
田
秋
成
の
研
究
』（
前
掲
注
５
）
第

二
章
三
「『
世
間
妾
形
気
』
考
」
三
「
二
之
巻
の
一
の
月
が
か
り
の
女
」

11
）

前
掲
拙
稿

注
９
）。
加
え
て
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』（
貞
享
三
年
）
巻

二
に
も
「
坊
主
こ
ろ
し
」
に
関
す
る
記
述
を
見
出
し
た
。
な
お
、
前
稿

注
９
）を
発
表
し
た
際
に
は
、『
妾
形
気
』
巻
二
の
三
に
つ
い
て
『
傾

城
仕
送
大
臣
』
の
直
接
利
用
は
見
い
だ
せ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

に
類
し
た
先
行
作
品
か
ら
人
物
造
型
の
素
材
を
得
た
と
い
う
立
場
を
と

っ
た
。
そ
の
後
、
人
物
造
型
に
つ
い
て
必
ず
し
も
先
行
作
品
を
介
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
に
到
り
、
本
稿
も
こ
の
見
解
に
基
づ
く
こ
と

を
断
っ
て
お
く
。

12
）

森
山
重
雄
氏
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
）
は
『
世
間
娘
気
質
』
巻
三
の
三
を
『
妾
形
気
』
最
終
話

の
「
題
材
」
と
認
定
す
る
。

13
）

こ
こ
で
は
中
野
三
敏
氏
「
談
義
本

そ
の
精
神
と
場
」（『
戯
作
研

究
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
）
の
定
義
に
従
っ
た
。

﹇
引
用
文
献
﹈

『
世
間
妾
形
気
』（『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇

年
）
╱
『
好
色
一
代
男
』『
諸
艶
大
鑑
』『
好
色
一
代
女
』（『
新
編
西
鶴
全

集
』
第
一
巻
本
文
篇
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
╱
『
傾
城
禁
短
気
』

（『
八
文
字
屋
本
全
集
』
第
二
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
╱
『
浮

世
親
仁
形
気
』（『
八
文
字
屋
本
全
集
』
第
七
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
四

年
）
╱
『
色
道
大
鑑
』（『
新
版

色
道
大
鏡
』、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六

年
）
╱
『
風
俗
七
遊
談
』（『
洒
落
本
大
成
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一

九
七
八
年
）
╱
『
西
鶴
置
土
産
』（『
新
編
西
鶴
全
集
』
第
四
巻
本
文
篇
、

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
╱
『
傾
城
辻
談
義
』（『
傾
城
辻
談
議

付
、

遊
色
控
柱
・
好
色
入
子
枕
』、
古
典
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
╱
『
傾
城
仕

送
大
臣
』（『
玉
箒
木

付
、
傾
城
仕
送
大
臣
』、
古
典
文
庫
、
二
〇
〇
二

年
）
╱
『
教
訓
雑
長
持
』（『
談
義
本
集

一
』、
古
典
文
庫
、
一
九
九
四

年
）
╱
『
浪
花
見
聞
雑
話
』（『
随
筆
百
花
苑
』
第
七
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
〇
年
）
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※
引
用
に
際
し
、
句
読
点
を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
中
の
片
仮
名
を
平
仮
名

に
統
一
し
た
。
ま
た
、
発
話
部
分
に
「

」
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

付
記

本
稿
の
一
部
は
二
〇
一
三
年
二
月
二
十
六
日
に
同
志
社
女
子
大
学
に

て
行
わ
れ
た
京
都
近
世
小
説
研
究
会
二
月
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に

基
づ
き
ま
す
。
論
文
化
に
時
間
を
要
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
発
表
に

際
し
御
教
示
を
賜
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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