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「
床

本

」

考

秋

本

鈴

史

口
上
と
共
に
太
夫
が
う
や
う
や
し
く
床
本
を
拝
し
、
三
味
線

の

「
ヲ
ク
リ
」
の

旋
律
と
共
に
浄
瑠
璃
の
舞
台
が
始
ま
る
。
普
段
は
そ
の

一
挙

一
動
か
ら
そ
の
日
の

太
夫

の
調
子
を
自
分
な
り
に
予
測
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
あ
ま
り
に

見
慣
れ
た
せ
い
か
そ
の
行
為
自
体
の
意
味
ま
で
深
く
考
え
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
い
つ
も
か
す
か
な
違
和
感
は
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
「床

本
」
の
存
在
か
ら
く
る
こ
と
に
は
以
前
か
ら
う
す
う
す
気
付
い
て
い
た
。
そ
れ
を

も
う
少
し
具
体
的

に
い
え
ば
、
な
ぜ
浄

瑠
璃
の
太
夫
は
観
客

の
前
に
わ
ざ
わ
ざ

「本
」を
も

っ
て
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
ろ
う
か
。

「語

る
」
と
い
う
行
為
と
、

「本
」
と
い
う
も
の
と
の
関
係
が
気
に
な

っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な

い
。
浄
瑠
璃

に
と

っ
て

「本
」
が
何
か
特
別
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
が
も
う

一
つ
明
確
に
つ
か
め
な
い
の
が
違

和
感
の
原
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
の
こ
と
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
浄
瑠
璃
の

「正
本
」
と
い
う

言
葉
に
も
い
つ
も
何
か
引

っ
掛
か
る
も

の
を
感
じ
て
い
た
。
普
通
に
は
刊
行
さ
れ

た
浄
瑠
璃
本
を

「正
本
」
と
呼
ん
で
お
り
、

『正
本
近
松
全
集
』
や

『古
浄
瑠
璃

正
本
集
』
な
ど
も
こ
う
し
た
意
味
で
使

わ
れ
て
お
り
、
特
に
問
題
に
す
る
こ
と
も

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

「正
本
」
と
い
う
の
は

「太
夫
正
本
」
と
も
記

さ
れ
る
よ
う
に
語
り
手
で
あ
る
太
夫
と
の
関
係
で
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
太
夫
と

「本
」
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「床
本
」
の
場
合

と
同
じ
く
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「本
」
の
意
味
と
い
う
と
こ
ろ
に
至

っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
私
だ
け
が
こ
だ
わ

っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

一

度
自
分
な
り
に
整
理
し
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
問
題
提
起
だ

け
で
も
し
て
み
た
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

現
在
用
い
る

「床
本

」
と
い
う
意
も
含
め
て
太
夫
が
語
る
時
に
用
い
る
本
を
広

く

「床
本
」
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
太
夫
が

「床
本
」
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は

一
体
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

絵
画
資
料
で
み
る
と
、
少
な
く
と
も
元
禄
初
年
頃

に
は

「床
本
」
が
用
い
ら
れ

て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
元
禄
三
年

(
一
六
九
〇
)
刊
の

『人
倫
訓
蒙
図
彙
』

の
山
本
角
太
夫
座
な
ど
が
古
い
画
証
に
属
す
る
で
あ
ろ
う

(
『人
形
浄
瑠
璃
舞
台

史
』
八
三
図
。
以
下
図
版

に
つ
い
て
は
同
書

の
図
版
番
号
を
用
い
る
)
。
こ
の
図

は
楽
屋
側
か
ら
描
い
た
珍
し
い
図

で
あ
り
、
舞
台
資
料
と
し
て
も
よ
く
使
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
太
夫
は
見
台
を
前
に
扇
子
を
手
に
し
て

「床
本
」
を
見
て
語

っ

て
い
る
。
太
夫
は
見
物
に
姿
を
み
せ
な
い
所
謂

「蔭
語
り
」
で
あ
り
、
太
夫
の
右

横

に
は
別

の
本
が
置
か
れ
て
い
る
の
も
み
え
る
。

こ
れ
は
蔭
語
り
の
時
で
あ
る
が
、
付
舞
台

で
の
「出
語
り
」
の
時
に
も

「床
本
」
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を
用
い
た
こ
と
は

『花
洛
細
見
図
』

(
序
は
元
禄
十
七
年
)
な
ど
で
み
る
こ
と
が

で
き
る

(九
〇
図
)
。
こ
の
図
は
山
本
飛
騨
橡
が
基
盤
人
形
を
遣

っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
舞
台
下
手
側
に
出
て
い
る
太
夫
は

「床
本
」
を
前
に
し
て
い
る
。

こ
の
図
に
限
ら
ず
元
禄
以
後
の
舞
台
画
証
で
は

「出
語
り
」
の
場
面
が
多
く
描
か

れ
て
い
る
が
、
著
名
な

『曾
根
崎
心
中
』
の
観
音
廻
り
図

(
一
〇
〇
図
)
を
は
じ

め
、
殆
ど
の
画
証
に

「床
本
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
現
在
の
太
夫
の
姿
と
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
上
方
の
舞
台
で
あ
る
が
、
江
戸
で
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
初
年
頃
刊
行

の
『役
者
絵
づ
く
し
』
に
描
か
れ
る

「上

る
り
惣
太
夫
」
図

(六
二
図
)
は
江
戸

の
太
夫
達
の
稽
古
風
景
で
あ
る
が
、
殆
ど

の
太
夫
が
本
を
手
に
持

つ
か
前
に
置
き
、
扇
子
で
拍
子
を
取

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。で

は
元
禄
以
前

に
も
太
夫
は

「床
本
」
を
用
い
て
語

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

こ
ろ
が
僅
か
に
残
る
元
禄
以
前
の
資
料

で
見
る
限
り
、

「床
本
」
を
描
い
た
も
の

を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「堂
本
家
本
四
条
河
原
遊
楽
図
」
は
寛
永
頃

の
人
形
浄
瑠
璃
を
考
え
る
際
の
基

準
と
な
る
絵
画
資
料

で
あ
り
資
料
的
価
値
は
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ

に
は

「じ
や
う
る
り
内
記
」
座
の
舞
台

で
女
太
夫
が
出
語
り
を
し
て
い
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
。
初
期

の
風
俗
画
は
当
時
の
時
世
粧
を
写
そ
う
と
し
て
、
観
客

の

姿
態
な
ど
は
克
明
に
描
写
す
る
が
浄
瑠
璃
の
太
夫
が
描
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
珍

し
い
。
こ
の
図
は
美
貌
の
女
太
夫
が
出

語
り
す
る
と
い
う
特
別
な
場
合
で
あ
る
た

め
特
に
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
舞
台
奥

の
高
床
に
毛
醜
を
敷
き
後
方
に
屏
風
を

め
ぐ
ら
せ
た
中
で
、
向
か

っ
て
右
に
三
味
線
引
き
、
そ
の
左
に
太
夫
が
座

っ
て
い

る
。
舞
台
の
手
摺
上
で
は
義
経
最
期
を
描
く

『高
館
』
が
上
演
さ
れ
て
い
る
が
、

太
夫
は
扇
子
を
手
に
す
る
だ
け
で
あ
り

「床
本
」
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
と
同
種
の
絵
が

「ポ
ス
ト
ン
本
四
条
河
原
図
」
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
後
の

時
代
に
回
想
的
に
描

い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
資
料
的
な
価
値
は
あ

ま
り
高
く
な
い
が
、
や
は
り
出
語
り

の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

(
二
十
四

・
二
十

五
図
)
。
人
形
舞
台
図
に
つ
い
て
は
堂
本
家
本
を
主
な
粉
本
と
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
(同
書

・
二
四

一
頁
)、
太
夫
の
姿
態
も
殆
ど
同
じ
で
あ
り

「床

本
」
も
見
ら
れ
な
い
。

軍

水
当
時
の
舞
台
で
は
普
通
は
太
夫
は
見
物

に
姿
を
見
せ
ず
に
語
る
蔭
語
り
が

一
般
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
描
か
れ
た
場
面
が
、
美
し
い
太
夫
の
姿
を
見
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
特
別
な
場
合
で
あ
る
た
め
、

「床
本
」
は
用
い
な
か

っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
蔭
語
り
の
時
も
ど
う
や
ら

「床
本
」
は
用
い
て
い
な
か

っ

た
ら
し
い
。

「江
戸
図
屏
風
」
は
寛
永
頃
の
江
戸
の
風
俗
を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
、
明
暦
大

火
以
前
の
江
戸
の
風
俗
を
描
く
貴
重
な
資
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
画
に

描
か
れ
た
太
夫
も

「床
本
」
を
用
い
て
い
る
様
子
が
な
い

(十
九
図
)
。
こ
の
絵

は
舞
台
を
横
側
か
ら
見
下
ろ
し
た
構
図
を
と
る
た
め
、
楽
屋
や
人
形
遣
い
の
姿
と

共
に
舞
台
後
方
に
太
夫
や
三
味
線
引
き
の
姿
も
描
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
舞

台
正
面
奥
で
帯
刀
し
て
曲
泉
の
よ
う
な
も
の
に
腰
掛
け
る
太
夫
は
、
手
に
扇
子
を

持

つ
の
み
で

「床
本
」
を
前
に
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

画
証
を
資
料
と
し
て
用
い
る
時
の
問
題
は
勿
論
こ
の
場
合
も
存
在
す
る
が
、
も
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し
寛
永
頃
に
元
禄
の
頃
の
よ
う
に

「床
本
」
を
用
い
る
こ
と
が
周
知

の
こ
と
で
あ

り
、
浄
瑠
璃
の
芸
態
の
特
質
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
絵
師
は
必
ず
や

「床

本
」
を
描
き
加
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
寛
永
頃
に
太
夫
が

「床

本
」
を
用
い
た
可
能
性
は
薄
い
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
寛
永
か
ら
元
禄
ま
で
の
三

・
四
十
年
の
間
に
浄
瑠

璃
の
太
夫
が

「床
本
」
を
前
に
し
て
語
る
と
い
う
形
が
で
き
あ
が

っ
た
よ
う
に
思

え
る
。
こ
の
間
に
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
と

「本
」
と
の
関
係
に
何
か
変
化
が
起

こ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
も
し
変
化
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う

な
変
化

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
浄
瑠
璃

の

「正
本
」
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
浄
瑠
璃
本

で

「正
本
」
と
記
す
最
も
古

い
も
の
は
、
寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)
刊
の

『灯
台

記
』
で
あ
る
。
こ
の
本
は
同
時
に
現
存

最
古
の
浄
瑠
璃
本
で
も
あ
る
が
、
上
下
各

冊
の
末
尾
に

「灯
台
記
正
本
」
と
あ
る
。

『灯
台
記
』
刊
行
の
翌
年
に
出
版
さ
れ

た
『は
な
や
』
で
は
、
上
下
各
冊
冒
頭
部

に

「天
下
無
双
薩
摩
太
夫
以
正
本
開
之
」

と
あ
り
、
巻
末
に
も

「正
本
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
語
り
手
で
あ
る
太
夫
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
本
の
所
属
を
明
記
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も

十
年
後

の
正
保
頃
に
な
る
と
こ
の
型
が
浄
瑠
璃
本
の

一
つ
の
定
型
に
な

っ
て
い
く
。

寛
永
二
十

一
年

(正
保
元
年

・
一
六
四
四
)
刊
の

『阿
弥
陀
本
地
』
の
よ
う
に
、

冒
頭
に
「天
下

一
若
狭
(守
)
藤
原
吉
次

正
本
」
と
あ
る
本
が
十
本
残
る
他
、

「江

戸
伊
勢
嶋
宮
内
正
本
L

「大
坂
二
郎
兵
衛
正
本
」

「江
戸
七
郎
左
衛
門
正
本
」
と

各
冊
冒
頭
に
大
書
し
た
浄
瑠
璃
本
が
残
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
浄
瑠
璃
本
の
出
版
が
始
ま

っ
た
頃
に
、
既
に

「正
本
」
と

称
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

「正
本
」
と

い
う
も
の
は
、

『は
な
や
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
基
本
的
に
は
そ
れ
を
語

っ
た
太

夫
の
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「灯
台
記
正
本
」
の
よ
う
に
題
名
に
正
本
と

付
す
例
は

『安
口
』

『生
捕
夜
討
』
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
も

浄
瑠
璃
の
台
本
と
な

っ
た

「灯
台
記
」
の
本
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
来
は
そ
れ

を
語

っ
た
太
夫
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
寛
永
十
四
年
刊
の
『と

も
な
か
』
の
巻
末
に
は

「和
田
判
官
朝
長
左
内
正
本
」
と

『灯
台
記
』
と

『は
な

や
』
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合

「和
田
判
官
朝

長
」
と
い
う
題
名
の
本
で

「左
内
」
と
い
う
太
夫
の
正
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

推
定
さ
れ
る
。

絵
画
資
料
で
は
寛
永
頃

の
太
夫
は

「床
本
」
を
用
い
て
い
な
か

っ
た
が
、

「太

夫
正
本
」
と
い
う
形
の

「本
」
は
存
在
し
て
い
た
。
で
は

「床
本
」
と

「正
本
」

が
い
か
な
る
関
係
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
検
討
は
後
で
す

る
こ
と
に
し
て
ま
ず
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
と

「本
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て

お
き
た
い
。

浄
瑠
璃
が
当
初
か
ら
本
を
持

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
芸
能
の
基
本
的
な
あ
り
方

に
も
及
ぶ
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「語
り
」
で
伝
承
さ
れ

る
物
語
は
、
あ
る
時
点
で
文
字
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、

「本
」
の
存
在
を

第

一
義
的
に
は
必
要
と
は
し
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。説
経
の
場
合
、
寛
永
版
の

『せ

8



つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
巻
初
に

「天
下

一
説
経
与
七
郎
以
正
本
開
」
と
あ

る
よ
う
に
、
本
の
形
は
浄
瑠
璃
の

『
は
な
や
』
と
似
て
い
る
。
同
じ
形

の
説
経
本

に
は
、
正
保
五
年

(
一
六
四
八
)
刊
の

「せ

つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
」

(天
下
無

双
佐
渡
七
太
夫
正
本
)
や
明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)
刊
の

「せ

つ
き
や
う
さ
ん
せ

う
太
夫
」

(天
下

一
説
経
佐
渡
七
太
夫

正
本
)
が
あ
り
、
浄
瑠
璃
本
と
の
類
似
が

顕
著

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
説
経
本

の
文
体
は
、
浄
瑠
璃
本
と
は
違

っ
て
往
時
の

「語
り
」
の
口
調
を
多
分
に
残
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
近
世
初
頭
、
辻
々
で
大
笠
を
立
て
彫
を
擦
り
な
が
ら
語
る
説
経
の
徒

の
姿
は
風
俗
画
に
も
描
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
が
、
こ
れ
が
本
来
の
説
経
と
い

う
芸
能

の
姿
で
あ
り
、
こ
う
し
た
芸
能

に

「本
」
が
必
要
で
あ

っ
た
と
は
思
え
な

い
。
芸
態

の
上

で
も
説
経
が
浄
瑠
璃
に
接
近
し
、
説
経
浄
瑠
璃
と
い
う
形
に
な

っ

た
時
に

「説
経
正
本
」
と
い
う
形
が
現
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

勿
論
、
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
も

『浄
瑠
璃
姫
物
語
』
が
成
立
し
て
く
る
室
町
期
に

は
、
他
の

「語
り
物
」
と
あ
ま
り
違
わ
ず

「語
り
」
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
現
在

残
る
諸
本

の
複
雑
な
関
係
は
必
ず
し
も

「語
り
」
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
書
写
関
係
に
多
く
の
因
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
の
物
語

も
様
々
な

「語
り
手
」
の
手
に
よ

っ
て
運
ば
れ
成
長
し
て
き
た
物
語
で
あ
り
、
あ

る
時
は
蓬
莱
寺
の
霊
験
を
説
く
女
性
達
が
、
ま
た
あ
る
時
に
は
平
曲
の
問
の
物
と

し
て
語
る
座
頭
た
ち
に
よ

っ
て
語
ら
れ
た

「語
り
物
」
で
あ

っ
た
。

こ
の

「浄
瑠
璃
姫
物
語
」
を
語
る
浄
瑠
璃
節
が
人
形
と
結
び
付
き
浄
瑠
璃
操
り

と
い
う
新
た
な
芸
能
と
し
て
登
場
し
た
時
、
従
来
の
意
味
で
の

「語
り
物
」
と
は

性
格
の
異
な
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
。
近
世
の
浄
瑠
璃
は

「太

夫
正
本
ヲ
以
テ
之
ヲ
開
ク
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
字

で
書
か
れ
た

「太
夫
の
正
本
」

を
伴

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
変
化
は

「語
り
」
の
芸
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
に

も
な
り
、
そ
れ
が
新
た
な
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
特
質
と
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

「正
本
」
と
い
う
も
の
が
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能

の
中
で
重
要
な
意
味
を
帯
び

て
登
場
し
た
と
す
れ
ば
、
寛
永
か
ら
正
保
頃
に
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
本
の
冒
頭
に

大
き
な
力
強
い
字
で

「太
夫
正
本
」
と
書
か
れ
る
こ
と
の
背
景
も
少
し
は
理
解
で

き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

今
迄

「正
本
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
き
た
が
、
厳
密
に
は
使
い
分
け
た
方
が

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
、

一
般
に
浄
瑠
璃
の
「正
本
」

と
称
し
て
い
る
も
の
は

『
は
な
や
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
太
夫
の
「正
本
を
以
て
」

開
版
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
太
夫
が
持

っ
て
い
た

「正
本
」
と
は

区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
こ
れ
以
後
、
区
別
す
る
た
め
に
刊
行

さ
れ
た
正
本
(
の
写
し
)を

「刊
本
」
と
呼
び
、
太
夫
が
所
持
し
て
い
た

「正
本
」

と
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

寛
永
か
ら
正
保

・
慶
安
頃
に
整
版

で
刊
行
さ
れ
た

「刊
本
」
は
す
べ
て
絵
入
本

で
あ
り
、
形
と
し
て
は

「読
み
本
」
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
本
の
性
格
は

「刊
本
」
が
出
版
さ
れ
始
め
た
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

「刊
本
」
の
当
初

の
体

裁
は
横
型
の
丹
緑
の
絵
入
本
で
あ
り

(寛
永
二
年
刊

『た
か
た
ち
』
な
ど
)
、
奈
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良
絵
巻
な
ど
の
絵
巻

の
形
を
残
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て

「刊
本
」
は

「
正
本
」
を
写
し
た
も
の
と
し
て
も
、

「正

本
」
と
は
異
な
る
目
的
の
も
の
で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
「正
本
」
を
太
夫
が
所
持
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
、
何
の
た
め
に

「正
本
」

を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
形

浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
が
慶
長
頃
に
は
じ

ま

っ
た
と
し
て
も
、
寛
永
頃
は
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
時
期
で

あ
る
。
当
然
語
ら
れ
る
内
容

に
つ
い
て
も
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
、
浄
瑠
璃
と

い
う
芸
能
を
自
ら
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
語
ら
れ
上
演
さ
れ

る
作
品
は
見
物

の
気
に
い
ら
な
け
れ
ば
そ
の
日
の
う
ち
に
も
打
ち
切
ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
作
品
は
次
々
と
消
費
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
人
気
の
あ

る
も
の
が
「刊
本
」と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
太
夫
は
人
気
曲
だ
け
を

「正
本
」

と
し
て
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
語
ら
れ
る
曲
は
、
ど
れ
も
ま
ず

「正
本
」と
い
う
形
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
従
来
の

「語
り
物
」

が
語
り
手
や
そ
の
集
団
自
身
の
記
憶
の
中
に
作
品
を
保
持
し
て
い
た
の
と
は
異
な

り
、
語
り
手
集
団
の
外
側
に
作
品
を
保
有
す
る
よ
う
な
形
で
あ

っ
た
。
い
っ
て
み

れ
ば
、
内
蔵
型

で
あ

っ
た
の
が
取
り
外
し
可
能
な
外
付
け
型
に
変
わ

っ
た
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
「正
本
」は
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
作
品
供
給
の
基
礎
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
外
付
け
型
の
シ
ス
テ
ム
を
取
っ
た
こ
と
が
浄

瑠
璃
に
新
し
い
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
作
品
を
取
捨
選
択
し
て
取
り
替
え

る
こ
と
が
語
り
手
や
集
団

の
生
活
意
識
な
ど
と
は
直
接
関
係
し
な
い
で
可
能
と

な

っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
変
化
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
客
の
好
み
に
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
寛
永
期
に
は
先
行
文
芸
の
中
か
ら
作

品
を
借
り
て
く
る
よ
う
な
段
階
に
あ

っ
た
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
先
行
文
芸
を
取

り
込
み
易
い
構
造
で
あ
る
。
説
経
の
よ
う
に

「語
り
」
の
中
か
ら
担
い
手
た
ち
の

息
づ
か
い
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
た
が
、
語
り
手

の
制
限
も
少
な
く
な

っ

た
。
「正
本
」
は
新
た
な
時
代
の

「語
り
物
」
の
進
む
道
を
切
り
開
く
こ
と
に
な

っ

て
い

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

「正
本
」
が
そ
う
し
た
新
た
な
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
寛
永
頃
に
は

ど
う
や
ら

「床
本
」
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
ら
し
い
。
画
証
の
所
で
問

題
に
し
た
よ
う
に
、
元
禄
頃
ま
で
の
間
に
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
と
本
と
の
関
係
に

あ
る
種
の
変
化
が
起

こ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

浄
瑠
璃

「刊
本
」
の
変
遷
を
た
ど

っ
て
い
く
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
間
に
二
回

の
大
き
な
変
化

の
時
期
が
あ
る
。
第

一
次
の
変
化
は
明
暦
頃

(
一
六
五
五
)
で
あ

り
、
第
二
次
は
延
宝
頃

(
一
六
七
五
)
で
あ
る
。
そ
し
て

「床
本
」
成
立
に
関
わ

る
の
は
、

こ
の
内
の
第
二
次
の
時
期
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。

ま
ず
第

一
次

の
変
遷
の
跡
を
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。
寛
永
期
以
来
の
巻
頭
に

「太
夫
正
本
」
と
大
き
く
記
す
形
式
は
こ
の
時
期
に
な
る
と
殆
ど
み
ら
れ
な
く
な

り
、
題
籏
や
巻
末
に
の
み
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
外
は
金
平
浄
瑠
璃
の
和
泉

太
夫
の
正
本

で
あ
り
、
巻
頭
に

「江
戸
和
泉
太
夫
正
本
也
」
と
い
う
寛
永
期
以
来

の
形
を
残
す
が
、

一
般
に
新
開
地
で
あ

っ
た
江
戸
で
は
旧
来
の
形
式
を
踏
襲
す
る

ノ0



傾
向
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
版

で
は
巻
末
の
刊
記
に

「右
此
本
者
太
夫
直

伝
之
正
本
を
以
て
令
板
行
者
也
」
と
記
す

の
が

一
般
的
な
形
式
で
あ
り
、
そ
の
本

が

「太
夫
直
伝

の
正
本
」
で
あ
る
こ
と
を

明
記
し
た
。

一
方
上
方
で
は
明
暦
頃
に

は
江
戸
版

の
よ
う
に
巻
末

に

「右
太
夫
之

正
本
を
以
て
是
を
ひ
ろ
む
者
也
」
と
あ

る
本
も
出
版
さ
れ
た
が

(明
暦
四
年
刊

・
井
上
大
和
少
檬

『紅
葉
狩
』
)
、
万
治

以
後
に
な
る
と
刊
記
か
ら
も
太
夫
名
が
な
く
な
り
、
題
籏

に
紋
所
を
い
れ
る
か
外

題
の
左
に
細
字
で

「太
夫
正
本
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
と
な
る
。

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
浄
瑠
璃

「刊
本
」
で
の
太
夫
名
の
比
重
が
下
が

っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
こ
の
当
時
の
作
品
流
用
の
実
態
を
も
反
映
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
他

の
太
夫
の
語

っ
た
も
の
を
別
の
太
夫
が
語
る
と
い
う
こ
と
は

上
方
と
江
戸
の
間
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
語
ら
れ
る
曲
の
内
容
は
浄
瑠
璃

界
の
共
通
の
も

の
と
な

っ
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
上
方

・
江
戸
共

に
「刊
本
」
は
風
本
と
も
呼
ば
れ
る
十
六
行
の
絵
入
細
字
本
が
殆
ど
で
あ
り
、

「読

み
物
」
と
し
て
の
出
版
で
あ

っ
た
こ
と
は
寛
永
期
以
来
の
傾
向
を
継
承
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。

こ
の
形
の

「刊
本
」
は
金
平
物
も
含
め
現
在
知
ら
れ
る
だ
け
で
も
二
百
近
く
に

の
ぼ
る
が
、
実
際
は
こ
の
数
倍
以
上
は
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
膨
大
な
数
の

作
品
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
明
暦
か
ら
寛
文
末
年
ま
で
約
二
十
年
の
間
に
千

の
作
品
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

一
年
に
五
十
作
に
な
る
。
い
か
に
大
量
に
作
ら
れ

消
費
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
先
に
も
述
べ

た

「正
本
」
シ
ス
テ
ム
で
作
品
供
給
が
行
な
わ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

延
宝
期

に
入
る
と
浄
瑠
璃

「刊
本
」
は
更
に
大
き
く
変
わ
る
。
最
も
特
徴
的
な

こ
と
は
八
行
本
の
刊
行
で
あ
る
が
、
現
存
本
で
は
延
宝
七
年

(
一
六
七
九
)
の
加

賀
橡
の
『牛
若
千
人
切
』
が
最
も
古
い
。
八
行
本
の
刊
行
は
何
よ
り
も
浄
瑠
璃

「刊

本
」
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
従
来

の
絵
入
の

「読
み
本
」
と
い
う
性

格
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
八
行
本
に
は
詳
細
な
節

章
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
節
付
け
が
重

要
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
延
宝
期
に
は
ま

だ
絵
入
本
が
主
流
で
あ

っ
た
が
、
十
六

・
十
七
行
の
絵
入
本
で
も
節
付
け
は
八
行

本
と
同
じ
よ
う
に
詳
細
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

そ
れ
以
前
の
絵
入
本
は

「三
重
」
な
ど
ご
く

一
部
の
節
章
が
記
さ
れ
る
こ
と
が

あ

っ
た
程
度
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
本
で
は
ふ
し
付
け
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識

は
既
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。井
上
大
和
少
豫
の
『文
あ
ら
ひ
』

(万
治
二
年
)

や
伊
藤
出
羽
橡

の

『頼
光
蜘
蛛
切
』

(寛
永
二
年
)
な
ど
の

「刊
本
」
題
簸
上
部

に
は

「ふ
し
付
」

「く
ぎ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
本
文
に
は

節
章
は
殆
ど
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
浄
瑠
璃
本
は

「語
り
」
の
た
め
の
本
で
あ

る
と
い
う
認
識
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

延
宝
期

に
入
り
節
章
が
詳
細

に
記
さ
れ
た
八
行
本
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
浄
瑠
璃
享
受
の
あ
り
方
が
変
化
し

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に

は
宇
治
加
賀
橡
と
山
本
角
太
夫
と

い
う
新
た
な
太
夫
の
登
場
と
い
う
事
も
大
き

か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
浄
瑠
璃

「刊
本
」
に
節
章
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
の
は
浄

瑠
璃
を
自
分
で
語
ろ
う
と
す
る
人
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は

「段
物
集
」
が
こ
の
時
期
に
な

っ
て
次
々
と
刊
行
さ
れ

〃



る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
宝
二
年
に
播
磨
橡
が

『忍
四
季
揃
』
を

刊
行
し
、
新
し
く
登
場
し
た
加
賀
檬
や
角
太
夫
も
延
宝
六
年
頃
か
ら
次
々
と
段
物

集
を
刊
行
し
は
じ
め
る
。
当
時
の
人
々
に
人
気
が
あ
り
口
真
似
さ
れ
た
の
は
、
段

物
集

に
収
め
ら
れ
た
よ
う
な
道
行
や
物
揃

の
よ
う
な
景
事
の
部
分
で
あ

っ
た
。

八
行
本

の
嗜
矢
で
あ
る

『牛
若
千
人
切
』
の
奥
書
に
は

「右
此
本
依
小
子
之
懇

望
附
秘
密
之
音
節
自
遂
校
合
令
開
版
物
也
」
と
あ
り
、
門
人
の

「懇
望
」
に
よ
り

「秘
密
の
音
節
」
を

「校
合
を
遂
げ
」
て
開
版
す
る
と
す
る
。
こ
の
奥
書
の
形
式

は
竹
本
義
太
夫

に
も
受
け
継
が
れ
貞
享

三
年
刊
の
『三
世
相
』や

『佐
々
木
先
陣
』

な
ど
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。角
太
夫

の
貞
享
以
後
の
十
行
本
の
奥
書
に
も
「右

此
本
は
太
夫
ぢ
き
の
正
本
を
も

つ
て
板
行
致
し
候

さ
れ
ば
初
心
稽
古
の
た
め
こ

と
ぐ

く
か
な
が
き

に
し
て

ふ
し
し

や
う
く
き
り
三
味
線
の
の
り
か
た

ほ
と

ひ
や
う
し
三
重
お
く
り
の
し
な
く

ひ
み

つ
残
さ
す
あ
ら
は
し

令
板
行
者

也
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

浄
瑠
璃

「刊
本
」
の
性
格
は
延
宝
期
を
境
と
し
て
稽
古
本
と
し
て
の
面
も
併
せ

持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
加
賀
橡
や
義
太
夫
が
「校
合
」

し
た
と
す
る
彼
ら
自
身
の

「正
本
」
に

「秘
密
の
音
節
」
が
書
い
て
あ

っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
公
開
す
る
の
が
八
行
本
の
出
版
意
図
の
重
要
な
も
の

で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
信
多
先
生
の
元
に
加
賀
橡
の

『
つ
れ
づ
れ
草
』
の
書
き

本
が
あ
る
。
こ
の
曲
は
延
宝
九
年

(
一
六
八

】
)
五
月
に
宇
治
座
で
上
演
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
は
五
段
の
曲
を

一
段

一
冊
に
仕
立
て
た
大
本
で
、
本
文

は
五
行
の
大
字
で
記
さ
れ
、
節
章
や
句
切
り
は

「朱
」
で
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
太
夫
の
手
元
に
あ

っ
た

「正
本
」
と
は
こ
の
種
の
も

の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
が
太
夫
が
舞
台
で
用
い
た

「床
本
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

延
宝
頃
の
浄
瑠
璃
享
受
の
変
化
を
受
け
て
、
太
夫

「正
本
」
は
人
々
の
直
接
の

関
心
を
集
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ
に
は
太
夫
の

「秘
密
の
音
節
」
が
記
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
も
嘉
太
夫
節
や
角
太
夫
節
、
義
太
夫
節
を
稽
古
す

る
人
達
は
、
芝
居
に
足
を
運
ぶ
だ
け
で
な
く
直
接
教
え
も
受
け
る
者
も
い
た
で
あ

ろ
う
。
太
夫

「正
本
」
は
人
々
の
手
本
と
い
う
意
味
も
帯
び
る
よ
う
に
な

っ
て
い

た
。
こ
う
し
た

「手
本
」
が
元
禄
に
な

っ
て
出
語
り
と
い
う
演
出
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
舞
台
上
に
も
登
場
し
て
く
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
角
田
先
生
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
浄
瑠
璃

「刊
本
」
の
節
章
の
記
譜

法
は
太
夫
に
よ
っ
て

一
定
し
て
い
な
か

っ
た
。角
田
先
生
の
お
考
え
に
従
え
ば
「要

約
法
」
と

「詳
記
法
」
の
二

つ
に
大
別
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
加
賀
橡
の
場
合

は

「要
約
法
」
で
多
数
の
節
の
名
を
整
理
統
合
し
て
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

角
太
夫
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「詳
記
法
」
で
種
々
の
節
章
を
多
数
用
い

る
方
法
で
あ
る

(岩
波
新
古
典
文
学
大
系

『竹
田
出
雲

・
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
』

解
説
)
。
こ
れ
は

「刊
本
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

「正
本
」
そ
の
も
の
の
記

譜
法
の
相
違
で
あ

っ
た
こ
と
は

『
つ
れ
づ
れ
草
』
の

「正
本
」
か
ら
も
確
認
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。

「正
本
」
は
文
字
通
り

「太
夫
正
本
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
太

夫
独
自
の
も
の
に
な

っ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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五

郡
司
正
勝
氏
は

「浄
る
り
太
夫
が
床

の
上
で
、
ま
ず
浄
る
り
本
を
、
う
や
う
や

し
く
戴
い
て
、
音
声

の
表
現
に
か
か
る

の
は
、
作
者
の
作
品
を
拝
ん
で
い
る
の
で

は
な
く
て
、
そ
の
伝
承
の
有
難
さ
を
感
謝
し
、
そ
の
感
謝
の
証
を
立
て
て
、
そ
の

心
の
ほ
ど
を
形
象

で
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る

(
「音

声

の
文
芸
」

『郡
司
正
勝
冊
定
集
』
第

三
巻
所
収
)
。
確
か
に

「正
本
」
や

「床

本
」
は
浄
瑠
璃
が
作
り
だ
し
た

「も
の
」
で
あ

っ
た
が
、

「語
る
」
と
い
う
行
為

の
底

に
は
郡
司
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
な

「伝
承
の
有
難
さ
」
や

「人
間
業
を
超
越

し
た
力
」
が
働

い
て
い
る
と
い
う
思
想

が
流
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
そ
の
行
為

が
既
に

一
種
の
擬
態
と
な
り

つ
つ
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
浄
瑠
璃
と

「本
」
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
以
前
に
広
末
保
氏
が

提
起
さ
れ
た

「語
り
も
の
演
劇
と
こ
と
ば
」

(
「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

浄

瑠
璃
」
所
収
)
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
広

末
氏
は
近
松
を
問
題
に
し
て
語
り
物
の
こ
と
ば
を

「書
く
」
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
さ
れ
る
が
、
小
稿
で
み
た
よ
う
に
浄
瑠
璃
は

「正
本
」
と
い
う
形
で
初
期
の
頃

よ
り
文
字
化
し
た
「語
り
」を
持

っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
浄
瑠
璃
の

「こ
と
ば
」

を
内
か
ら
変
え
、
近
松
を
出
現
さ
せ
る

こ
と
に
も
な

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
延
宝
期
以
降
に
は

「正
本
」
が
太
夫
の
特
質
を
表
す
傾
向
が
ま
す
ま
す
強

ま

っ
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
中
で

「作
者
」
近
松
が
誕
生
し
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
興
味
を
お
ぼ
え
る
が
、
こ
の
問
題
は
こ
う
し
た

「語
り
」
を
可
能
と
し
た
構
造

の
問
題
と
も
か
ら
め
、
い
ず
れ
ま
た
機
会
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

人
形
浄
瑠
璃
と
い
う
も

の
の
特
異
な
表
現
方
法
に
興
味
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て

か
ら
、
ず

っ
と
気
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を

『人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
』
を
ま
と
め
る

作
業
や

『古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
の
翻
刻
作
業
を
や
り
な
が
ら
考
え
て
き
た
。

一
応

の
整
理
は
し
た

つ
も
り
で
あ
る
が
、
か
え

っ
て
次
々
に
新
た
な
疑
問
や
問
題
点
が

で
て
き
た
気
が
し
て
い
る
。
浄
瑠
璃
の
特
異
な
表
現
方
法
は
依
然
と
し
て

「不
思

議
」
な
も
の
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
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