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一
．「
女
」
は
何
を
し
て
い
る
の
か

鳥
山
明
の
漫
画
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
あ
る
『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
は
、

登
場
す
る
人
物
名
な
ど
、
固
有
名
詞
の
多
く
が
「
も
じ
り
」
と
な
っ
て
い
る①
。

主
人
公
で
あ
る
孫
悟
空
の
武
術
の
師
匠
は
亀
仙
人
と
名
づ
け
ら
れ
、
好
色
な
仙

人
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る②
。
こ
の
好
色
な
仙
人
と
い
う
設
定
に
く
わ
え
、
ア

音
か
ウ
音
か
と
い
っ
た
母
音
の
差
異
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
亀
仙
人
が
久
米
仙

人
の
「
も
じ
り
」
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
現
代
に
お
い
て
、

ど
れ
ほ
ど
の
読
者
・
視
聴
者
が
こ
の
「
も
じ
り
」
に
気
づ
く
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
久
米
仙
人
に
対
す
る
好
色
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
。
久
米
仙
人
伝
承
の
概
略
に
つ

い
て
、『
日
本
説
話
伝
説
大
事
典
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る③
。

 

「
今
昔
物
語
集
」
巻
一
一
に
よ
る
と
、
大
和
国
吉
野
郡
竜
門
寺
に
安
曇
、

久
米
と
い
う
二
人
の
仙
人
が
修
行
を
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
久
米
は
空
を

飛
行
中
、
川
で
衣
を
洗
う
若
い
女
の
白
い
ふ
く
ら
は
ぎ
を
見
て
欲
情
を
生

じ
、
通
力
を
失
っ
て
墜
落
、
こ
の
女
を
妻
と
す
る
。
そ
の
後
俗
人
と
な
り
、

天
皇
が
高
市
郡
に
都
を
造
る
た
め
の
人
夫
と
し
て
召
さ
れ
る
。
久
米
が
仙

人
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
役
人
に
命
令
さ
れ
、
七
日
七
晩
の
祈
り
に

よ
っ
て
山
か
ら
材
木
を
飛
ば
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
久
米
は
天
皇
に
免
田

三
十
町
を
賜
り
、
久
米
寺
を
建
立
し
た
。

こ
の
伝
承
の
、
と
く
に
前
半
部
分
に
あ
る
墜
落
の
挿
話
は
、
久
米
仙
人
の
イ
メ

ー
ジ
の
象
徴
だ
と
い
え
る
。
実
際
に
『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
の
亀
仙
人
も
、「
清

い
心
を
も
っ
て
い
な
い
と
の
る
こ
と
は
で
き
ん
」
と
い
う
「
筋
斗
雲
」
に
乗
っ

て
み
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
失
敗
し
、
雲
か
ら
落
ち
て
い
る④
。
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二

「
亀
」
と
「
久
米
」
と
い
う
音
の
類
似
を
利
用
し
て
い
る
の
は
鳥
山
明
だ
け

で
は
な
い
。
明一

九

〇

八

治
四
一
年
刊
行
の
「
絵
葉
書
世
界
」
一
九
号
に
収
録
さ
れ
る
「
出

歯
久
米
」
と
い
う
題
の
一
葉
が
あ
る⑤
［
図
一
］。
こ
の
題
は
「
覗
き
」
行
為
を

さ
す
「
出
歯
亀
」
と
い
う
語
の
「
も
じ
り
」
で
あ
り
、こ
れ
も
ま
た
「
亀
」
と
「
久

米
」
の
音
の
類
似
を
利
用
し
た
例
で
あ
る
。
久
米
仙
人
伝
承
が
ひ
ろ
く
一
般
に

認
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
出
歯
久
米
」
と
い
う
題
が
付
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
絵
葉
書
に
は
、
川
辺
で
衣
を
踏
む
女
性
の
姿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

久
米
仙
人
の
姿
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
題
に
示
さ
れ
た
「
覗
き
」
行
為
を

描
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
久
米
仙
人
伝
承
に
お
け
る
墜
落
の
契
機
と
な

っ
た
場
面
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
中
に
は
「
徒
然
草
」
第
八
段
の
引
用
と

と
も
に⑥
、
西
川
祐
信
画
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
絵
葉

書
は
江
戸
期
の
板
本
『
絵
本
徒
然
草
』
に
収
載
さ
れ
た
挿
絵
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
、

再
構
成
・
彩
色
し
た
も
の
で
、
元
の
挿
絵
に
は
落
下
す
る
久
米
仙
人
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る⑦
。
図
一
の
右
上
に
手
と
袖
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
墜
落
中

の
久
米
仙
人
な
の
で
あ
る
。
左
上
の
文
章
の
出
典
が
「（
絵
本
徒
然
草
）」
と
な

っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
秋
里
籬
島
著
・
竹
原
春
朝
斎
画
『
大
和
名
所
図
会
』
は
、『
都

名
所
図
会
』『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
に
つ
づ
く
三
作
目
の
「
名
所
図
会
」
に
あ

た
る
。
先
行
す
る
二
作
は
実
景
に
も
と
づ
く
描
写
の
挿
図
に
評
判
を
得
て
い
た

が
、『
大
和
名
所
図
会
』
は
そ
れ
に
く
わ
え
、
故
事
説
話
図
を
多
数
に
収
載
し

て
い
る
。
故
事
説
話
図
と
は
、実
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
の
で
は
な
く
、故
事
、

説
話
、
伝
説
あ
る
い
は
物
語
、
和
歌
と
い
っ
た
古
典
に
登
場
す
る
場
面
を
題
材

に
し
た
挿
図
で
あ
る
。『
大
和
名
所
図
会
』
巻
五
の
五
三
丁
ウ
か
ら
五
四
丁
オ

に
か
け
て
の
見
開
き
に
は
、
故
事
説
話
図
と
し
て
、
久
米
仙
人
伝
承
の
一
場
面

が
描
か
れ
て
い
る⑧
［
図
二
］。
挿
図
に
題
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
上
部

の
解
説
に
よ
り
、
久
米
仙
人
伝
承
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
挿
図

上
部
の
解
説
は
「
釈
書
」
と
「
つ
れ
づ
れ
草
」
と
を
引
用
し
て
い
る
。「
つ
れ

づ
れ
草
」
と
は
「
徒
然
草
」
で
、
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
図
一
と
同
じ
く
第
八

段
で
あ
る
。「
釈
書
」
と
は
『
元
亨
釈
書
』
で
、巻
第
一
八
に
こ
の
記
述
が
あ
る⑨
。

挿
図
に
は
、
右
中
央
下
寄
り
に
川
で
洗
い
物
を
す
る
女
性
と
、
左
中
央
上
部
に

雲
に
乗
っ
て
飛
行
す
る
人
物
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
久

米
仙
人
が
墜
落
す
る
直
前
の
場
面
、
す
な
わ
ち
図
一
の
よ
う
に
落
下
す
る
直
前

の
状
況
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
図
一
と
図
二
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
の
行
為
が
ま

っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
で
は
こ
の
女
性
は
そ
れ
ぞ
れ
、
何
を

お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

図
一
お
よ
び
図
二
に
引
用
さ
れ
た
「
徒
然
草
」
第
八
段
中
に
は
、た
ん
に
「
物

洗
ふ
女
」
と
記
述
さ
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
行
為
の
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
。
図
二
の
解
説
に
引
用
さ
れ
た
『
元
亨
釈
書
』
は
「
婦
人
以
足
踏
浣
衣
」、



三

つ
ま
り
衣
を
足
で
踏
み
な
が
ら
洗
っ
て
い
る
の
だ
と
、
よ
り
具
体
的
な
行
為
の

内
容
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
、『
大
和
名
所
図
会
』
巻
五
本
文
の
解
説

は「
今
昔
物
語
集
」を
要
約
引
用
し
て
お
り⑩
、「
裾
を
か
ら
げ
て
衣
を
洗
へ
る
」と
、

や
は
り
衣
を
洗
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。「
裾
を
か
ら
げ
て
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、『
元
亨
釈
書
』
と
同
様
、
衣
を
足
で
踏
み
な
が
ら
洗
っ
て
い
た
の
だ
と

知
ら
れ
る
。

中
世
期
ま
で
の
洗
濯
行
為
は
、
お
も
に
「
踏
み
洗
い
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
当
時
の
洗
濯
は
、
泉
や
川
辺
な
ど
で
、
上

が
平
ら
に
な
っ
た
石
や
岩
場
の
上
に
洗
濯
物
を
置
き
、
柄
杓
で
水
を
か
け
な
が

ら
両
足
で
踏
ん
で
汚
れ
を
落
と
す
方
法
で
あ
っ
た⑪
」。『
元
亨
釈
書
』
や
「
今
昔

物
語
集
」
の
記
述
に
あ
る
と
お
り
、
衣
を
足
で
踏
み
な
が
ら
洗
っ
て
い
た
と
い

う
の
は
、
こ
の
「
踏
み
洗
い
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
手
で
は
な
く

足
で
「
踏
み
洗
い
」
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
久
米
仙
人
落
下
の
契
機
と
な
っ
た
女

性
の
脛
を
み
る
と
い
う
行
為
も
、
自
然
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
い
ち
ど
図
一
に
描
か
れ
た
状
景
を
確
認
し
た
い
。
女
性
は
川
辺
の
石
の

上
に
立
ち
、
両
足
で
衣
を
踏
ん
で
お
り
、
先
述
の
「
踏
み
洗
い
」
の
行
為
を
描

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
れ
に
対
し
、
図
二
に
描
か
れ
た
女
性
は
衣
を
足

で
踏
ん
で
は
い
な
い
。
女
性
は
川
中
の
籠
の
縁
に
立
ち
、
籠
に
挿
入
し
た
二
本

の
棒
を
手
に
し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
、
図
一
の
よ
う
な
「
踏
み
洗
い
」
を

お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。

で
は
、図
二
の
女
性
は
「
踏
み
洗
い
」
で
な
く
、何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

管
見
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
疑
問
を
指
摘
し
た
文
献
は
な
い
。
た
と
え
ば

鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館「
江
戸
の
ま
な
ざ
し
薩
摩
の
名
所
図
会
展
」で
は
、『
大

和
名
所
図
会
』
の
当
該
挿
図
に
「
飛ひ

行ぎ
よ
うの

術
を
心
得
た
久く

め米
仙
人
が
洗
濯
す
る

若
い
女
の
脛は

ぎ

を
見
て
神
通
力
を
失
い
墜
落
す
る
、
と
い
う
古
く
か
ら
の
伝
説
を

絵
画
化
し
た
も
の
」
と
解
説
を
付
す
の
み
で
、
女
性
の
行
為
が
洗
濯
で
あ
る
こ

と
に
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い⑫
。
ま
た
、
本
渡
章
『
奈
良
名
所
む
か
し
案
内
』
は
、

同
じ
挿
図
に
「
川
辺
の
女
は
、
洗
い
も
の
の
衣
を
籠
ご
と
流
れ
に
つ
け
、
足
で

踏
み
棒
で
突
い
て
汚
れ
を
落
と
し
て
い
る
」
と
解
説
を
付
し
て
い
る⑬
。
女
性
が

洗
濯
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
「
足
で
踏
み
棒
で
突
い
て
汚
れ
を
落

と
」
す
と
い
う
の
だ
が
、足
は
籠
の
縁
に
あ
り
、何
も
踏
ん
で
は
い
な
い
。
ま
た
、

「
棒
で
突
」
き
な
が
ら
「
汚
れ
を
落
と
」
す
と
い
う
洗
濯
の
方
法
に
つ
い
て
も

そ
の
根
拠
は
と
く
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

す
く
な
く
と
も
『
大
和
名
所
図
会
』
の
久
米
仙
人
伝
承
の
挿
絵
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
「
踏
み
洗
い
」
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
棒

を
使
用
す
る
「
洗
濯
」
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
「
洗
濯
」

で
は
な
い
別
の
行
為
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

二
．
久
米
仙
人
伝
承
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こ
こ
で
は
、
近
世
期
以
前
に
成
立
し
た
久
米
仙
人
伝
承
を
記
す
資
料
に
お
い

て
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
際
の
女
性
の
行
為
を
、
次
の
三
つ
に
区
分
し
つ
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
た
い
。

イ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料

ロ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
資
料

ハ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
利
用
し
た
創
作
作
品

は
じ
め
に
「
イ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
」
か
ら
み
て
い
く
。

確
認
項
目
は
「
対
象
（
何
を
）」・「
行
為
（
ど
う
し
た
）」、「
道
具
の
使
用
の
有
無
」

と
し
、文
字
と
し
て
記
述
す
る
も
の［
表
一
］と
図
像
に
よ
り
描
写
す
る
も
の［
表

二
］
と
の
二
つ
に
分
け
て
ま
と
め
た
。

表
一
に
分
類
さ
れ
る
の
は
合
計
三
四
点
で
、「
対
象
」
に
つ
い
て
は
、「
衣
」

が
二
〇
点
、「
布
」
が
三
点
、「
も
の
」
が
八
点
、
ほ
か
に
「
き
ぬ
」
が
一
点
、

対
象
を
明
示
し
な
い
も
の
が
三
点
あ
り
、「
衣
」「
布
」「
き
ぬ
」
と
い
っ
た
布

類
以
外
を
対
象
と
し
て
明
記
す
る
資
料
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
行
為
」
に

つ
い
て
は
、「
洗
う
」
が
三
〇
点
、「
晒
す
」
が
一
点
、
行
為
を
明
示
し
な
い
も

の
が
三
点
あ
っ
た
。「
晒
す
」
と
す
る
資
料
は
『
久
米
仙
人
練
行
記
』
の
み
で
、

こ
れ
を
除
け
ば
、
た
ん
に
「
洗
う
」
と
す
る
か
、
足
で
「
踏
み
洗
い
」
す
る
と

詳
述
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
、
そ
れ
以
外
の
行
為
を
記
述
し
た
資
料
は
な
い
。

く
わ
え
て
、「
晒
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
布
を
水
に
浸
し
て
汚
れ
を
落
と
す
行

為
を
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら
、
広
義
の
「
洗
濯
」
行
為
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
記
述
の
な
い
三
点
以
外
は
、
す
べ
て
「
洗
濯
」
行
為
と
し
て
記
述
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
洗
う
」
と
記
述
し
た
資
料
の
う
ち
、「
立
ち
洗
い
」

が
二
点
、「
踏
み
洗
い
」（「
足
で
洗
う
」
を
ふ
く
む
）
が
一
二
点
、
そ
れ
以
外

は
行
為
の
内
容
を
記
述
し
て
い
な
い
。
注
記
に
し
た
が
え
ば
「
座
り
洗
い
」
と

解
釈
で
き
る
一
点
が
あ
る
（
翻
刻
で
「
雲
」
に
「
坐
カ
」
と
ル
ビ
を
付
し
て
い

る
）
も
の
の
、翻
刻
者
の
判
断
が
正
し
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
た
め
、「
不
明
」

と
し
た
。
な
お
、
棒
の
使
用
に
つ
い
て
記
述
す
る
資
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
、
先
述
の
『
久
米
仙
人
練
行
記
』
は
、
女
性
が
一
七
、八
人
で
歌

を
う
た
い
な
が
ら
布
を
晒
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
久
米
仙
人
が
墜
落
し
、
女
性
た

ち
が
恐
怖
で
散
り
散
り
に
逃
げ
る
と
い
う
内
容
で
、
久
米
仙
人
伝
承
の
な
か
で

も
異
質
で
あ
る
と
い
え
る
。『
久
米
仙
人
練
行
記
』
は
「
日
本
古
典
籍
総
合
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
登
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
の
写

本
で
確
認
で
き
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る⑭
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い

た
資
料
と
は
想
定
し
が
た
い
。

表
二
に
分
類
さ
れ
る
の
は
合
計
二
三
点
で
、「
対
象
」
に
つ
い
て
は
、「
布
」

が
二
一
点
、「
足
」
が
一
点
、「
不
明
」
が
一
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
不
明
」
の

一
点
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
『
大
和
名
所
図
会
』
で
あ
る
。『
大
和
名
所
図

会
』
の
挿
図
中
の
籠
中
に
は
小
さ
な
球
状
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
衣
」
な
い
し
「
布
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。『
大
和
名
所
図
会
』
以
外

の
資
料
は
、足
を
洗
う
一
点
を
除
き
、す
べ
て
「
布
」
を
描
い
て
い
る
。「
行
為
」
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に
つ
い
て
は
、
足
に
よ
る
「
踏
み
洗
い
」
が
九
点
、
手
に
よ
る
「
座
り
洗
い
」

が
九
点
、「
足
」を「
洗
う
」の
が
一
点
、「
不
明
」が
一
点
で
あ
っ
た
。
こ
の「
不
明
」

の
一
点
も
ま
た
、『
大
和
名
所
図
会
』
で
あ
る
。
な
お
、
歌
川
国
芳
「
当
盛
見

立
人
形
之
内　

粂
の
仙
人
」
お
よ
び
歌
川
国
貞
「
人
形
之
図
」
の
場
合
、
題
が

示
す
と
お
り
当
時
の
見
世
物
で
あ
っ
た
生
人
形
の
よ
う
す
を
描
い
て
い
る⑮
。
そ

の
た
め
、「
ロ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
し
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
の
資
料
」

に
分
類
す
べ
き
だ
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
絵
柄
を
も
つ
異
版
で
は
「
人
形
」
と
い
う

語
句
を
使
用
し
て
い
な
い
た
め
、
あ
わ
せ
て
表
二
に
記
載
し
た
。
表
一
と
同
様
、

こ
こ
で
も
ま
た
『
大
和
名
所
図
会
』
以
外
に
棒
を
使
用
す
る
資
料
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
。

以
上
、「
イ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
」
に
お
い
て
、「
足
」
を
「
洗

う
」
図
像
資
料
一
点
と
『
大
和
名
所
図
会
』
を
除
け
ば
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し

た
契
機
と
な
っ
た
女
性
の
行
為
は
「
洗
濯
」
で
あ
っ
た⑯
。
そ
の
「
洗
濯
」
と
い

う
行
為
に
お
け
る
棒
の
使
用
を
記
述
・
描
写
す
る
資
料
は
『
大
和
名
所
図
会
』

の
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
、「
ロ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
資
料
」

を
み
て
い
く
。
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
の
は
お
も
に
「
徒
然
草
」
関
連
の
資
料
で

あ
る
。「
徒
然
草
が
近
世
人
に
と
っ
て
必
読
書
と
言
え
る
く
ら
い
に
流
布
し
た

事
」
は
「
近
世
文
芸
研
究
の
常
識
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り⑰
、
近
世
期

に
は
「
徒
然
草
」
の
注
釈
書
や
絵
入
本
が
多
数
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、

直
接
的
に
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
徒
然

草
」を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
イ
．」と
は
区
別
し
て
お
く⑱
。「
徒

然
草
」
の
注
釈
書
は
多
数
に
あ
り
、
す
べ
て
を
列
挙
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
た
と
え
ば
貞一

六
八
八

享
五
年
刊
の
浅
香
山
井
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
は
、
先
行

す
る
一
三
種
の
注
釈
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』

は
第
八
段
の
典
拠
に
つ
い
て
、『
元
亨
釈
書
』
を
引
用
し
た
後
に
「
諸
」
と
追

記
し
て
い
る⑲
。
凡
例
に
は
「
諸
は　

諸
抄
通
じ
て
同
じ
説
な
り
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、先
行
す
る
一
三
種
の
注
釈
書
が
典
拠
を
あ
げ
る
際
、す
べ
て
『
元
亨
釈
書
』

を
採
用
す
る
と
し
て
い
る⑳
。『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
注
釈

書
以
外
で
も
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
第
八
段
の
典
拠
は
『
元
亨
釈
書
』
を
あ
げ
る

の
が
通
例
で
あ
っ
た㉑
。
さ
ら
に
第
八
段
の
本
文
の
傍
ら
に
『
元
亨
釈
書
』
の
引

用
を
書
き
込
ん
だ
写
本
も
存
在
す
る㉒
。『
元
亨
釈
書
』
に
お
い
て
は
、
先
述
の

と
お
り
、
女
性
が
「
踏
み
洗
い
」
を
し
て
い
る
と
記
述
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、「
徒
然
草
」
本
文
は
た
ん
に
「
物
洗
ふ
女
」
と
の
み
記
す
も
の
の
、

女
性
は
「
洗
濯
」、
な
か
で
も
「
踏
み
洗
い
」
を
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と

が
通
例
だ
っ
た
と
い
え
る
。

つ
づ
け
て
絵
入
本
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
久
米
仙
人
が
墜
落
す
る
契
機
と

な
っ
た
女
性
の
行
為
に
つ
い
て
、「
徒
然
草
」
第
八
段
の
本
文
は
「
物
洗
ふ
女
」

と
の
み
記
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
を
図
像
と
し
て
描
く
に

は
、
よ
り
具
体
的
な
行
為
の
内
容
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
図
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一
の
西
川
祐
信
画
『
絵
本
徒
然
草
』
が
「
踏
み
洗
い
」
の
場
面
と
し
て
描
い
て

い
る
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
絵
入
本
で
は
ど

う
か
。『
兼
好
と
徒
然
草
』
に
は
、「
徒
然
草
」
の
絵
入
本
一
〇
種
（
西
川
祐
信

画
『
絵
本
徒
然
草
』
を
ふ
く
む
）
の
第
八
段
の
挿
絵
が
収
載
さ
れ
て
い
る㉓
。
そ

れ
ら
は
す
べ
て
「
踏
み
洗
い
」
の
場
面
を
描
い
て
お
り
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
そ

れ
以
外
の
絵
入
本
も
同
様
と
な
っ
て
い
る㉔
。「
徒
然
草
」
の
図
像
化
は
絵
入
本

に
か
ぎ
ら
な
い
。
絵
巻
・
屏
風
・
画
手
本
・
色
紙
・
奈
良
絵
本
な
ど
に
お
い
て

も
ま
た
、「
踏
み
洗
い
」
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る㉕
。
や
は
り
、『
大
和
名
所
図
会
』

と
同
様
の
行
為
、
つ
ま
り
二
本
の
棒
を
使
用
す
る
よ
う
す
を
描
く
も
の
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。

以
上
、「
ロ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
資
料
」
に

お
い
て
も
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
契
機
と
な
る
の
は
女
性
の
「
洗
濯
」
行
為

で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
踏
み
洗
い
」
と
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

棒
を
使
用
す
る
行
為
を
記
述
・
描
写
す
る
資
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

最
後
に
、「
ハ
．
久
米
仙
人
伝
承
を
利
用
し
た
創
作
作
品
」
を
確
認
し
た
い
。

こ
れ
ら
は
久
米
仙
人
伝
承
の
記
述
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
創

作
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
久
米
仙
人
伝
承
に
お
い
て
久
米
仙
人
が
墜

落
し
た
際
に
女
性
が
何
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
た
め
の
資
料
と
し

て
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
久
米
仙
人
伝
承
の
受
容
状
況
を

把
握
す
る
た
め
に
も
、
簡
単
に
検
討
す
る
。

は
じ
め
に
、
謡
曲
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
角
淵
本
番
外
謡
曲
に
「
久
米
仙

人
（
久
米
・
久
米
寺
）」
が
あ
る㉖
。
こ
れ
は
、
女
性
が
衣
を
洗
う
よ
う
す
を
み

て
久
米
仙
人
が
墜
落
し
、
そ
の
後
、
女
性
は
薬
王
菩
薩
に
変
じ
、
そ
れ
を
本
尊

と
し
て
久
米
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
の
行
為
に

つ
い
て
は
、「
木
曾
の
あ
さ
ぎ
ぬ
洗
は
ん
」「
布
洗
ふ
け
し
き
」
と
記
し
て
い
る
。

異
本
も
ほ
ぼ
同
様
で
、「
き
そ
の
麻
布
洗
は
ん
」「
細
布
洗
ふ
け
し
き
」
と
な
っ

て
い
る㉗
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
曲
で
あ
る
伊
達
家
本
番
外
曲
「
久
米
路
」
は
、

熊
野
詣
の
帰
路
、
大
和
で
久
米
仙
人
の
亡
霊
に
遭
遇
す
る
と
い
う
筋
書
き
で
、

こ
ち
ら
も
「
き
ぬ
を
す
ゝ
げ
る
お
ん
な
」
と
記
し
て
い
る㉘
。
ち
な
み
に
、
久
米

仙
人
の
名
を
、「
久
米
仙
人
」
で
は
「
菅
次
郎
」、「
久
米
路
」
で
は
「
と
よ
か
つ
」

と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
久
米
仙
人
を
題
材
に
し
た
浄
瑠
璃
に
、
角
太
夫
正
本
『
天
王
寺
彼

岸
中
日
』と
宇
治
薩
摩
正
本『
大
和
国
久
米
仙
人
』と
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は「
大

体
同
様
」
の
内
容
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る㉙
。
全
編
が
久
米
川
豊
勝
の
夢
と

い
う
設
定
で
お
家
騒
動
を
描
い
て
お
り
、
筋
書
き
は
久
米
仙
人
伝
承
と
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
墜
落
の
場
面
は
採
用
し
て
お
り
、
姫
が
川
辺

で
賤
女
と
と
も
に
布
を
晒
す
姿
を
み
て
久
米
仙
人
が
墜
落
す
る㉚
。
絵
入
り
の
筋

書
き
本
に
も
、
川
辺
に
腰
を
お
ろ
し
て
布
を
晒
す
よ
う
す
が
描
か
れ
て
お
り
、

「
き
そ
の
ま
へ
さ
ら
し
の
所
」
と
の
見
出
し
を
付
し
て
い
る㉛
。

浄
瑠
璃
と
し
て
創
作
さ
れ
、
歌
舞
伎
と
し
て
も
上
演
さ
れ
た
作
品
に
、
為
永
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太
郎
兵
衛
『
久
米
仙
人
吉
野
櫻
』
が
あ
る㉜
。
市
川
海
老
蔵
の
「
鳴
神
」
の
成
功

に
あ
わ
せ
、「
聖
徳
太
子
絵
伝
記
」
を
改
作
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
筋
書
き
は

久
米
仙
人
伝
承
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
の
、
墜
落
の
挿
話
が
採
用
さ
れ
て
い

る
。
数
人
の
女
性
が
岩
明
神
の
向
か
い
の
浅
瀬
で
布
を
晒
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

久
米
仙
人
が
墜
落
す
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
女
性
の
脛
を
み
た
た
め
で
は

な
く
、
川
辺
に
あ
っ
た
岩
明
神
の
霊
力
の
た
め
と
さ
れ
て
い
る㉝
。「
久
米
仙
人

吉
野
櫻
」
の
番
付
に
「
さ
ら
し
女
の
は
ぎ
」
と
あ
り
、
こ
の
場
面
が
見
せ
場
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る㉞
。
ち
な
み
に
、
久
米
仙
人
が
墜
落
す
る

際
に
目
に
し
た
女
性
は
、
豊
勝
菅
次
郎
の
妻
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
「
鳴
神
」
に
先
行
す
る
「
源
平
雷
伝
記
」
が
久
米
仙
人
伝
承
の
影
響
を

受
け
た
作
品
で
、
久
米
仙
伝
承
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る㉟
。

以
上
の
諸
作
品
が
久
米
仙
人
伝
承
と
は
異
な
る
筋
書
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
久
米
仙
人
の
名
称
と
墜
落
の
場
面
と
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、

久
米
仙
人
伝
承
が
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
墜
落
の
場

面
に
は
布
を
洗
う
・
す
す
ぐ
・
晒
す
と
い
っ
た
広
義
の
「
洗
濯
」
行
為
が
描
か

れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
棒
の
使
用
は
み
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
は
「
近
世
に
入
る
と
、（
中
略
）
川
柳
や
狂
歌
等
に
も
、
久
米
仙
人

を
題
材
と
し
て
戯
画
化
し
た
作
品
が
夥
し
く
作
ら
れ
、
久
米
仙
人
説
話
は
ひ
ろ

く
民
衆
の
生
活
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た㊱
」
ほ
か
、
た
と
え
ば
絵
本
の
題
材
に

も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
未
見
で
は
あ
る
が
、『
天
王
寺
彼
岸
中
日
』
を
リ
ラ
イ

ト
し
た
青
本
『
久
米
豊
勝
彼
岸
桜
』
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
お
り㊲
、
ま
た
『
絵

本
集
艸
』
は
「
久
米
仙
人
後
日
譚
」
と
題
す
る
絵
本
を
収
載
し
て
い
る
。「
久

米
仙
人
後
日
譚
」
に
は
久
米
仙
人
墜
落
の
場
面
を
描
い
た
挿
絵
が
あ
り
、
や
は

り
描
か
れ
た
女
性
は
洗
濯
を
し
て
い
る
の
で
あ
る㊳
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
期
に

は
久
米
仙
人
伝
承
が
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
久
米
仙
人
の
墜

落
の
契
機
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、管
見
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、女
性
は
「
洗
濯
」

を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
棒
の
使
用
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　

三
．
芋
洗
芝

こ
れ
ま
で
に
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
契
機
と
な
る
女
性
の
行
為
が
「
洗
濯
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
「
洗
濯
」
を
お
こ
な

っ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
久
米
川
と
す
る
も
の
、
吉
野
川
と
す
る
も
の
、
芋い

も

洗あ
ら
い
の
し
ば

芝
と
す
る
も
の
、
具
体
的
な
地
名
を
明
記
し
な
い
も
の
の
、
四
種
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
期
の
資
料
の
い
く
つ
か
に
芋
洗
芝
と
い
う
地
名
が
登

場
す
る
こ
と
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
地
名
は
、
近
世
期
よ
り
も
古
い
時

代
に
成
立
し
た
縁
起
・
説
話
に
は
み
ら
れ
ず
、
曲
亭
馬
琴
の
随
筆
『
玄
同
放
言
』

と
、
い
く
つ
か
の
地
誌
・
紀
行
に
の
み
登
場
す
る㊴
。
と
く
に
『
玄
同
放
言
』
と

暁
鐘
成
著
・
松
川
半
山
画
『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
に
は
興
味
深
い
記
述

が
み
ら
れ
る
。
本
章
で
は
こ
の
芋
洗
芝
に
関
す
る
記
述
を
確
認
し
た
い
。



八

こ
の
地
名
の
初
出
は
貝
原
益
軒
『
和
州
巡
覧
記
』
で
、「
久
米
寺
」
の
項
目

に
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る㊵
。

此
辺
に
芋い

も

洗あ
ら
いの

芝し
ば

と
云
有
。
久
米
仙
人
の
見
し
女
の
物
洗
ひ
し
所
と
、
徒

然
草
に
見
え
た
り
。

な
お
、「
徒
然
草
」
第
八
段
に
は
久
米
仙
人
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

場
所
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
芋
洗
の
芝
」
と
い
う
地
名
は
み
ら
れ
な
い
。

ま
た
、「
徒
然
草
」
の
注
釈
書
類
に
も
「
芋
洗
の
芝
」
と
い
う
地
名
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
、『
高
市
郡
（
飛
鳥
）
古
跡
考
』
に
は
「
芋
洗
の
地
蔵
」
と
い
う
項

目
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る㊶
。

 

芋
洗
の
地
蔵　

石
川
村
の
往
還
の
東
端
田
地
の
角
に
纔
の
芝
有
。
石
地
蔵

一
躯
有
。
こ
れ
な
ん
久
米
仙
人
墜
落
せ
し
芋
洗
の
芝
な
ら
ん
。

こ
こ
で
も
『
和
州
巡
覧
記
』
と
同
じ
く
「
芋
洗
の
芝
」
に
久
米
仙
人
が
墜
落
し

た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
芋
洗
の
芝
」
に
は
「
芋
洗
の
地
蔵
」
と
よ
ば
れ
る

「
石
地
蔵
」
が
「
一
躯
」
あ
る
と
し
て
い
る
。
現
在
も
芋
洗
地
蔵
は
存
在
す
る㊷
が
、

表
一
に
あ
げ
た
ほ
か
の
資
料
に
は
登
場
し
な
い
。

つ
づ
い
て
、
植
村
禹
言
『
廣
大
和
名
勝
誌
』
は
「
今
昔
物
語
集
」
を
引
用
す

る
な
か
で
、
次
の
文
章
を
割
注
と
し
て
記
し
て
い
る㊸
。

　

今
、
来
米
邑
在
二
芋
洗
芝
一
昔
久
米
仙
見
二
女
洗
一レ
衣
之
処
也

内
容
は
『
和
州
巡
覧
記
』
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、「
徒
然
草
」
に
は
言
及
し

て
お
ら
ず
、「
今
昔
物
語
集
」
の
引
用
の
な
か
に
登
場
す
る
と
い
う
点
が
異
な

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
図
二
を
含
む
『
大
和
名
所
図
会
』
は
本
文
に
「
今
昔
物
語
集
」
を

引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る㊹
。

舊
跡
は
今い

ま

、
久
米
村
に
芋い

も

洗あ
ら
ひ

芝し
ば

あ
り
。
昔

む
か
し

久く

米め

仙せ
ん

人に
ん

が
落
た
る
時
、
衣き

ぬ

を
洗
ふ
た
る
女
の
居ゐ

し
所
と
ぞ
。

な
お
、
図
二
の
直
前
の
挿
図
は
久
米
寺
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
鳥
瞰
図
と
な
っ
て

お
り
、
そ
こ
に
も
小
さ
く
「
い
も
あ
ら
い
川
」「
い
も
あ
ら
い
し
は
」
と
い
う

見
出
し
を
付
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
資
料
は
す
べ
て
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
の
が
芋
洗
芝
で
あ
る
と

い
う
場
所
の
特
定
に
と
ど
ま
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
玄
同
放
言
』
の
「
第
三
十
一
人
事
久
米
ノ
仙
〔
割
注
〕
吉
野
山

賽
仙
附
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
「
久
米
ノ
仙
は
、
布

を
浣あ

ら

ふ
女い

も子
の
素し

ら
は
ぎ脛

を
見
て
、
堕だ

落ら
く

せ
し
と
い
ふ
、
こ
は
い
と
ふ
り
た
る
小
説

な
り
」と
し
た
う
え
で
、『
扶
桑
略
記
』「
今
昔
物
語
集
」『
元
亨
釈
書
』を
抄
出
し
、

「
こ
れ
よ
り
後
の
も
の
に
、
又
久
米
ノ
仙
の
事
を
い
へ
る
も
あ
れ
ど
、
お
な
じ
す

ぢ
な
れ
ば
省は

ぶ

き
つ
」
と
久
米
仙
人
伝
承
を
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
伝
承

が
「
古
俗
の
寓ぐ

う
げ
ん言

」
で
あ
り
、「
万
葉
集
」
に
あ
る
「
久
米
ノ
禅
師
」
と
「
石
川

ノ
郎い

ら
つ
め女

」
と
の
応
答
に
も
と
づ
い
て
「
作
為
」
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
芋
洗
の
地
名
に
つ
い
て
ふ
れ
た
後
、久
米
仙
人
伝
承
か
ら
離
れ
、「
和



九

漢
神
仙
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
つ
づ
く㊺
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
久
米
仙
人
伝
承
の
発
生
を
論
じ
た
箇
所
で
「
石
川
郎
女
と

あ
る
に
よ
り
て
、
布
を
浣
ふ
婦
人
と
い
へ
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
し

た
い
。
つ
ま
り
、「
石
」「
川
」「
女
」
と
い
う
文
字
の
つ
な
が
り
が
、
川
辺
の

石
で
洗
濯
を
す
る
女
と
な
っ
て
お
り
、
文
字
の
連
想
に
よ
っ
て
固
有
名
詞
が
行

為
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
物
洗
ふ
女
」
が
「
踏
み
洗
い
」
を
し

て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
こ
の
説
は
成
立
し
な
い
た
め
、「
洗
濯
」
行
為
が
「
踏

み
洗
い
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
芋
洗
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
久
米
仙
人
伝
承
を
記
述
し
た
資
料
に

言
及
す
る
箇
所
で
登
場
す
る
。

一ア
ル
フ
ミ書

ノ
説
ニ
、
大
和
ノ
国
来ク

メ目
邑ム

ラ
ニ

、
有
二リ
芋イ

モ
ア
ラ
ヒ
シ
バ

洗
芝
一
、
昔
久
米
ノ
仙
、
見
二ツ

ル

女
ノ
洗
一レフ
ヲ

衣
ヲ

之
処
也
、
と
い
へ
り
、
芋い

も
あ
ら
ひ洗

〔
割
注
〕
又
作
二
五
十
口
一
。」

て
ふ
地
名
は
、
諸
国
に
あ
り
、
奚な

ぞ

来く

め目
邑む

ら

に
限
る
べ
き
、
こ
は
訛な

ま
りに

因よ
り

て

訛
リ

を
伝
フ

る
の
み
、
土
俗
の
臆お

く
せ
つ説

、
か
ゝ
る
事
多
か
り
。

こ
の
「
一
書
」
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
も
の
の
、
先
述
の
『
廣
大
和
名
勝
誌
』

の
記
述
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の

「
一
書
」
が
（
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
資
料
が
）
た

ん
に
地
名
と
し
て
あ
げ
る
「
芋
洗
芝
」
に
つ
い
て
、「
訛
に
因
て
訛
を
伝
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
久
米
仙
人
伝
承
の
発
生
に
つ
い
て
、
文
字
の
連

想
に
よ
っ
て
固
有
名
詞
が
行
為
へ
と
変
換
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
こ
の
引
用
箇
所
で
も
同
様
に
、
芋
洗
と
い
う
地
名
の

音
（
訛
）
に
よ
り
、
女
（
女
子
＝
い
も
）
が
洗
う
と
い
う
連
想
を
導
き
、
芋
洗

芝
に
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
と
す
る
「
土
俗
の
臆
説
」
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て

い
る
。『
玄
同
放
言
』
は
、
久
米
仙
人
が
芋
洗
芝
に
墜
落
し
た
の
で
は
な
く
、

音
の
類
似
に
よ
っ
て
芋
洗
芝
が
久
米
仙
人
墜
落
の
地
と
さ
れ
た
の
だ
、
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
は
、
こ
の
『
玄
同
放
言
』
に
言
及
し
つ
つ
、

久
米
仙
人
伝
承
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
久く

米め
の

仙せ
ん
に
ん人

」
と
い
う
項
目

を
た
て
、
こ
れ
に
割
注
を
付
し
て
い
る㊻
。

久
米
の
仙
人
ハ
布
を
あ
ら
ふ
女
の
脛は

ぎ

の
白し

ろ

き
を
見み

て
堕だ

ら
く落

せ
し
と
い
へ
る

事こ
と

、
諸し

よ
し
よ書

に
出い

で

て
い
と
古
く
い
ひ
つ
た
え
し
小せ

う
せ
つ説

な
り
。

こ
れ
に
つ
づ
け
て
『
元
亨
釈
書
』
を
抄
出
し
、「
扶ふ

桑さ
う

略り
や
く

記き

に
い
ふ
所と

こ
ろも

大を
ゝ

概む
ね

同を
な

じ
。
今こ

ん

昔じ
や
く

物も
の

語が
た
りに

云い

ふ
は
異か

は
れる

事こ
と

多を
ゝ

く
し
て
何い

づ

れ
も
信し

ん
よ
う用

な
り
が
た
き
古こ

俗ぞ
く

の
寓ぐ

う
げ
ん言

な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
久
米
仙
人
伝
承
の
起
源
に
ふ
れ
、

「
委く

は

し
く
玄げ

ん
ど
う
ほ
う
げ
ん

同
放
言
に
著あ

ら
はせ

り
」
と
す
る
。
こ
の
項
目
の
内
容
は
、
参
照
す
る

資
料
や
割
注
の
文
言
、「
古
俗
の
寓
言
」
と
い
っ
た
表
現
な
ど
、『
玄
同
放
言
』

の
内
容
を
言
い
換
え
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
は
、
あ
ら
た
め
て
「
芋い

も

洗あ
ら
ひ

川が
は　

芋い
も

洗あ
ら
ひ

芝し
ば

」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

久
米
寺
よ
り
五
丁
ば
か
り
東
に
あ
り
。
是こ

れ

も
久
米
の
仙
の
物
語
よ
り
し
て



一
〇

後か
う

世せ
い

こ
し
ら
へ
し
も
の
か
。
又
い
に
し
へ
よ
り
の
川
の
名
な
る
か
。
芋い

も

あ

ら
ひ
と
い
へ
る
地
名
、
他
所
に
も
あ
り
て
此
地
に
か
ぎ
ら
ず
。
尤
久
米
の

仙
の
物
語
ハ
若わ

か

き
女を

ん
な

の
衣き

ぬ

を
あ
ら
ひ
し
と
有あ

り

て
芋い

も

を
洗あ

ら

ひ
し
こ
と
見み

へ

ず
。
是
は
布ぬ

の

を
あ
ら
ふ
女い

も子
の
白し

ろ

き
脛は

ぎ

を
見
て
と
い
ふ
よ
り
し
て
女
子
を

芋い
も

に
こ
ゝ
ろ
へ
ち
が
ひ
し
な
る
べ
し
。
論ろ

ん

ず
る
に
足た

ら
ず
。

こ
の
記
述
も
、
内
容
と
し
て
は
先
に
引
用
し
た
『
玄
同
放
言
』
と
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
い
。た
だ
し
、『
玄
同
放
言
』に
は
み
ら
れ
な
い
点
が
二
箇
所
あ
る
。ひ
と
つ
は
、

地
名
に
つ
い
て
「
後
世
こ
し
ら
へ
し
も
の
か
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
玄

同
放
言
』
が
指
摘
す
る
「
い
に
し
へ
よ
り
の
川
の
名
」
と
久
米
仙
人
伝
承
と
が

結
び
つ
く
可
能
性
と
と
も
に
、
芋
洗
と
い
う
地
名
そ
の
も
の
が
久
米
仙
人
伝
承

に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
（
女
性
が
洗
濯
し
て
い
た
場
所
→
い
も
あ
ら
い
）
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
芋
を
洗
ひ
し
と
見
え
ず
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
地
名
の
「
芋
洗
」
を
「
芋
」
を
「
洗
う
」
と

い
う
行
為
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
久
米
仙
人
が
墜
落
す
る
際
に
女

が
芋
を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
資
料
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
か

ら
ず
も
地
名
の
「
芋
洗
」
が
「
芋
」
を
「
洗
う
」
と
い
う
行
為
と
結
び
つ
き
う

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
期
の
資
料
に
は
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
場
所
と
し
て

芋
洗
芝
と
い
う
地
名
を
あ
げ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
地
名
に
つ
い
て
、『
玄

同
放
言
』
で
は
女
子
と
芋
と
が
同
音
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
久
米
仙
人
が
墜
落

し
た
場
所
と
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
た
。『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
も
こ

の
説
に
賛
同
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
久
米
仙
人
墜
落
の
場
所
と
さ
れ
た
が
ゆ
え

に
、
芋
洗
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
芋
洗

と
い
う
地
名
が
芋
を
洗
う
行
為
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
示
し
て
も
い
た
。

　
　

四
．
芋
洗
ふ
女

こ
こ
ま
で
に
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

・「
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象
と
す
る
資
料
」
お
よ
び
「
久
米
仙
人
伝
承
を
対
象

と
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
資
料
」
に
お
い
て
、
久
米
仙
人
が
墜
落
す
る
契

機
と
な
っ
た
女
性
の
行
為
は
「
洗
濯
」
で
あ
り
、『
大
和
名
所
図
会
』
以

外
に
棒
を
使
用
す
る
行
為
を
描
写
し
た
も
の
は
な
い
。

・『
大
和
名
所
図
会
』
が
出
版
さ
れ
た
近
世
後
期
に
は
久
米
仙
人
伝
承
が
ひ
ろ

く
流
布
し
て
お
り
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
契
機
と
な
る
女
性
の
行
為
は

「
洗
濯
」
だ
と
認
知
さ
れ
て
い
た
。

・
近
世
期
の
資
料
に
は
、
少
数
な
が
ら
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
場
所
と
し
て

「
芋
洗
芝
」と
い
う
地
名
を
あ
げ
る
も
の
が
あ
り
、こ
の
地
名
と
女
性
の「
洗

濯
」
行
為
と
を
地
口
と
し
て
結
び
つ
け
た
の
だ
と
指
摘
す
る
資
料
、
さ
ら

に
こ
の
地
名
が
芋
を
洗
う
と
い
う
行
為
と
も
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
資
料
が
あ
っ
た
。『
大
和
名
所
図
会
』
も
ま
た
、
こ
の
地
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一

名
を
記
述
し
て
い
る
。

で
は
、『
大
和
名
所
図
会
』
の
挿
図
に
描
か
れ
た
「
物
洗
ふ
女
」
は
何
を
し

て
い
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
女
性

が
手
に
し
て
い
る
棒
の
形
状
で
あ
る
。
上
に
い
く
ほ
ど
二
本
の
棒
が
開
い
た
状

態
に
な
っ
て
お
り
、
女
性
は
そ
れ
ぞ
れ
を
両
手
で
持
っ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
久

米
仙
人
伝
承
を
描
く
の
と
は
別
の
資
料
に
、
こ
の
挿
図
と
同
様
の
、
川
辺
で
桶

の
上
に
立
ち
な
が
ら
棒
を
持
つ
女
性
の
姿
を
描
い
た
絵
が
あ
る㊼
［
図
三
］。
近

世
期
の
禅
僧
、
白
隠
慧
鶴
の
絵
で
あ
る
。
左
下
の
画
賛
に
「
賊
を
と
ら
へ
て
縄

や
月
の
い
も
」
と
あ
り
、
こ
の
絵
が
芋
を
洗
う
よ
う
す
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
与
謝
蕪
村
筆
「
野
ざ
ら
し
紀
行
図
屏
風
」
に
も
、
同
様
の
棒

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る㊽
。
洗
い
桶
が
小
型
で
あ
る
た
め
か
、
桶
の
上
に
乗

っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
上
に
い
く
ほ
ど
二
本
の
棒
が
開
い
た
状
態
で
そ
れ
ぞ

れ
手
に
持
つ
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
所

収
の
句
「
芋
洗
ふ
女　

西
行
な
ら
ば　

歌
よ
ま
む
」
の
場
面
を
描
写
し
た
も
の

で
、
こ
れ
も
ま
た
、
芋
を
洗
う
よ
う
す
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

葛
飾
北
斎
に
も
芋
を
洗
う
よ
う
す
を
描
く
作
品
が
あ
る㊾
。
そ
こ
に
は
女
性
で
な

く
男
性
が
、
桶
の
上
に
立
ち
上
に
い
く
ほ
ど
開
い
た
二
本
の
棒
を
そ
れ
ぞ
れ
手

に
持
つ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
芋
を
洗
う
よ
う
す
を
外
国
人
が
描
い

た
版
画
も
あ
り㊿
、
こ
れ
も
ま
た
同
様
と
な
っ
て
い
る
。

芋
を
洗
う
際
に
利
用
す
る
洗
い
棒
に
つ
い
て
、「
農
機
具
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
［
図
四
］。
そ
の
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い�

る�
。

本
器
は
流
水
の
中
で
か
き
ま
ぜ
る
棒
で
、
コ
ジ
と
も
い
い
、
２
本
の
棒
が

交
叉
し
て
い
る
。
棒
の
下
部
に
平
た
く
細
長
い
羽
根
状
の
板
が
つ
い
て
い

る
。
板
の
幅
7
㎝
、
長
さ
42
㎝
で
、
棒
全
体
の
長
さ
は
169
㎝
で
あ
る
。
２

本
の
棒
の
先
端
が
木
の
板
を
渡
し
て
固
定
し
て
あ
る
。 

洗
う
際
に
は
洗
い

桶
の
上
に
乗
り
、
両
手
で
棒
を
交
互
に
前
後
に
動
か
す
。（
略
）
江
戸
期

以
来
使
わ
れ
た
（
略
）。

こ
れ
に
よ
り
、
図
二
・
図
三
が
、
ま
さ
に
「
洗
い
桶
の
上
に
乗
り
、
両
手
で
棒

を
交
互
に
前
後
に
動
か
」
し
て
い
る
よ
う
す
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、『
大
和
名
所
図
会
』の
久
米
仙
人
伝
承
の
挿
図
に
描
か
れ
た「
物
洗
ふ
女
」は
、

衣
で
は
な
く
、
芋
を
洗
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図
二
の
籠
中
に
は
多
数
の
小
さ

な
球
状
の
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
芋
と
み
な
す
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

久
米
仙
人
伝
承
の
同
じ
場
面
を
描
い
た
図
一
・
図
二
の
女
性
の
行
為
が
異
な

る
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
図
一
が
「
踏
み
洗
い
」
を

描
い
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
図
二
は
「
芋
洗
い
」
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
久
米
仙
人
伝
承
を
描
い
た
図
像
は
ほ
ぼ
す
べ
て
「
洗
濯
」
行
為
を
描

い
て
お
り
、「
芋
洗
い
」
の
よ
う
す
を
描
写
し
た
も
の
は
『
大
和
名
所
図
会
』

の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

『
大
和
名
所
図
会
』
の
挿
図
は
、「
洗
濯
」
で
は
な
く
「
芋
洗
い
」
を
描
い
て
い



一
二

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
久
米
仙
人
伝
承
に
は
芋
を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
か
つ
画

工
が
そ
れ
を
認
知
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
認
知
し
て
い
た
伝
承

の
場
面
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
に
も
確
認
し
た
と
お

り
、
久
米
仙
人
伝
承
に
お
い
て
女
性
は
「
洗
濯
」
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
芋

を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
資
料
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。「
芋

洗
い
」
説
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
す
く
な
く
と
も
伝
承

の
一
形
態
と
し
て
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い�
。
一
方
の
、「
洗
濯
」

を
し
て
い
た
と
す
る
解
釈
は
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

あ
え
て
芋
を
洗
う
よ
う
す
を
描
く
た
め
に
は
「
芋
洗
い
」
説
に
言
及
す
る
の
が

当
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
大
和
名
所
図
会
』
の
久
米
仙
人
伝
承
に
か
ん
す

る
項
目
に
は
、「
芋
洗
い
」
説
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
い
。
本
文
に
は
「
今

昔
物
語
集
」
が
、
挿
図
の
解
説
に
は
『
元
亨
釈
書
』
と
「
徒
然
草
」
と
が
引
用

さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
の
典
拠
が
女
性
は
「
洗
濯
」
行
為
を
し
て
い
た
と
す

る
の
に
た
い
し
て
、
と
く
に
異
議
を
と
な
え
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
芋
を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
伝
承
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
芋

を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
と
し
て
も
画
工
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ

た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
画
工
が
衣
を
洗
っ
て
い
た
と
す
る

伝
承
の
場
面
を
、
あ
え
て
芋
を
洗
う
場
面
に
改
変
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
改
変
の
契
機
は
、や
は
り「
芋
洗
芝
」と
い
う
地
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
地
名
は
芋
を
洗
う

と
い
う
行
為
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
場
所

が
「
芋
洗
芝
」
で
あ
る
こ
と
を
、
女
が
芋
を
洗
う
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
示

し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
同
時
に
、
地
名
と
行
為
と
が
相
互
に
変

換
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
玄
同

放
言
』
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
も
そ
も
芋
洗
芝
に
久
米
仙
人
が
墜
落
し
た
と

い
う
「
土
俗
の
臆
説
」
そ
の
も
の
が
、
女
（
女
子
＝
い
も
）
が
物
を
洗
っ
て
い

た
場
所
＝
芋
洗
芝
だ
と
み
な
す
地
口
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
成
り

立
つ
で
あ
ろ
う
。
図
二
は
、
女
性
が
芋
を
洗
う
場
面
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
久

米
仙
人
が
墜
落
し
た
場
所
が
芋
洗
芝
で
あ
る
と
特
定
す
る
（
芋
を
洗
う
と
い
う

行
為
＝
芋
洗
芝
と
い
う
地
名
）
と
同
時
に
、
地
名
と
行
為
と
の
相
互
変
換
可
能

性
を
示
し
て
お
り
、そ
の
相
互
変
換
可
能
性
に
よ
り
、さ
ら
に
芋
洗
芝
は
女
（
女

子
＝
い
も
）
が
物
を
洗
っ
て
い
た
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
う
呼
称
さ
れ
た
こ

と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
（
芋
洗
芝
と
い
う
地
名
＝
女
性
が
洗
う
と
い
う
行
為
）

の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、『
玄
同
放
言
』
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
久
米
仙
人
伝

承
が
地
口
に
よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
久
米
仙
人
伝
承
そ

の
も
の
が
「
古
俗
の
寓
言
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
も
含
意
し
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。

久
米
仙
人
伝
承
を
描
く
『
大
和
名
所
図
会
』
の
挿
図
は
、
故
事
説
話
図
の
ひ

と
つ
で
は
あ
る
が
、
た
ん
に
想
定
し
う
る
伝
承
の
場
面
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
も
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三

の
で
は
な
い
。
久
米
仙
人
伝
承
が
ひ
ろ
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
画
工
の
趣
向
に
よ
る
読
者
へ
の
「
謎
か
け
」
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
の
で
き
る
読
者
を
も
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
「
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
」
の
「
亀
仙
人
」
や
「
出
歯
久
米
」

の
絵
葉
書
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
も
じ
り
」（
＝
地
口
）
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
あ
る
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
謎
を

想
定
す
る
よ
う
な
受
容
態
度
が
あ
る
こ
と
が
、前
提
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
謎

か
け
」
は
、
近
世
期
の
絵
画
に
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
景
描

写
の
写
実
性
を
看
板
と
し
て
い
た
名
所
図
会
類
の
挿
図
に
、
こ
の
よ
う
な
趣
向

が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
『
大
和
名
所
図
会
』
に
お
け
る
久
米
仙
人
伝
承
の
図
像
化
を
取
り

あ
げ
、
そ
の
読
み
解
き
の
一
例
を
提
示
し
た
。
た
と
え
ば
拙
稿
「
鏡
の
中
の
鼻

︱
「
名
所
図
会
」
の
挿
絵
に
美
人
は
い
る
か
︱
」
な
ど
も
、
そ
の
試
み
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た��
。
そ
し
て
、
名
所
図
会
類
の
挿
図
に
た
い
す
る
解
釈
は
、
い
ま
だ

十
分
な
蓄
積
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
図
像
解
釈
の
試
み

を
継
続
す
る
こ
と
が
、
名
所
図
会
類
の
受
容
状
況
を
解
明
す
る
た
め
の
一
助
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。

    

注

① 

た
と
え
ば
、
単
行
本
第
一
巻
の
扉
に
描
か
れ
た
登
場
人
物
は
、
左
上
か
ら
時

計
回
り
に
「
ヤ
ム
チ
ャ
」「
亀
仙
人
」「
ブ
ル
マ
」「
プ
ー
ア
ル
」「
悟
空
」「
ウ

ー
ロ
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。
鳥
山
明
『D

RA
GO

N
 BA

LL 

１　

孫
悟
空
と

仲
間
た
ち
』（
ジ
ャ
ン
プ
・
コ
ミ
ッ
ク
ス
、
集
英
社
、
一
九
八
五
年
九
月
）、

五
頁
。

② 

た
と
え
ば
、
悟
空
に
筋
斗
雲
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
後
、
ブ
ル
マ
に
「
わ
た
し

に
も
あ
れ
ち
ょ
ー
だ
い
」
と
言
わ
れ
、「
パ
ン
チ
ー
を
み
せ
て
く
れ
た
ら
な
」

と
交
換
条
件
を
出
す
な
ど
し
て
い
る
。
前
掲
『D

RA
GO

N
 BA

LL 

１　

孫

悟
空
と
仲
間
た
ち
』、
六
九
頁
。

③ 

大
西
敦
子
「
久
米
仙
人
」（
志
村
有
弘
・
諏
訪
春
雄
編
『
日
本
説
話
伝
説
大

事
典
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）、
三
〇
九
頁
。

④ 

当
該
箇
所
に
か
ぎ
ら
ず
、
と
く
に
最
初
に
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
を
集
め
る
ま
で

（
単
行
本
第
一
・
二
巻
）
は
、
設
定
・
挿
話
も
ま
た
、
説
話
・
伝
承
を
ふ
ま
え

た
「
も
じ
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
前
掲
『D

RA
GO

N
 BA

LL 

１　

孫
悟
空

と
仲
間
た
ち
』、
六
六
・
六
七
頁
。

⑤ 

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵『
滑
稽
新
聞
定
期
増
刊
』「
絵
葉
書
世
界 

19
」（
滑

稽
新
聞
社
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
）
に
よ
る
。

　
　
「
出
歯
亀
」
の
語
源
と
な
る
い
わ
ゆ
る
「
出
歯
亀
事
件
」
は
、
明一

九

〇

八

治
四
一

年
三
月
に
発
生
、
同
年
四
月
の
逮
捕
を
経
て
、
翌
年
六
月
の
上
告
棄
却
ま
で
、

お
お
い
に
話
題
と
な
っ
た
。
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典
編
纂
委
員
会
・
毎
日
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
出
版
部
編
『
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典  

第
八
巻
』（
毎
日
コ



一
四

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
一
九
八
六
年
）
は
「
殺
人
・
出
歯
亀
事
件
」
と
い

う
項
目
で
九
つ
の
新
聞
記
事
を
収
載
し
て
お
り
（
同
書
、
二
二
六
～
二
三
一

頁
）、
た
と
え
ば
『
都
新
聞
』（
中
日
新
聞
社
監
修
『
都
新
聞  

復
刻
版
』、
柏

書
房
一
九
九
八
年
六
月
）
で
は
、
同
年
三
月
の
発
生
か
ら
同
年
八
月
の
一
審

判
決
ま
で
の
五
ヶ
月
弱
の
期
間
に
一
〇
回
以
上
、
記
事
と
し
て
取
り
あ
げ
て

い
る
。
ま
た
、
同
年
六
月
一
七
日
付
『
二
六
新
報
』
に
は
「
彼
に
類
す
る
行

い
を
な
す
も
の
は
誰
で
も
出
歯
亀
と
い
い
、
二
代
目
、
三
代
目
と
云
う
よ
う

に
な
り
て
、
中
に
は
怪
し
か
る
挙
動
を
な
す
事
を
出
歯
亀
る
な
ど
と
洒
落
て

動
詞
に
用
い
る
も
の
な
ど
出
来
る
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
前

出
『
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典  

第
八
巻
』、
二
三
〇
頁
）、「
出
歯
亀
」
が
出
歯
亀

事
件
の
犯
人
を
さ
す
こ
と
ば
か
ら
、
よ
り
一
般
的
な
こ
と
ば
と
し
て
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
様
に
、同
年
六
月
七
日
付
『
都

新
聞
』（
前
出
『
都
新
聞  

復
刻
版
』）
の
「
出
歯
亀
見
物
の
雑
沓
」
と
い
う

記
事
で
も
「
出
歯
亀
と
い
ふ
言
葉
は
或
る
行
為
を
意
味
す
る
動
詞
に
ま
で
用

い
ら
れ
花
柳
界
で
は
（
中
略
）
形
容
詞
に
ま
で
使
つ
て
居
る
く
ら
ゐ
」
と
記

し
て
い
る
。
実
際
に
『
都
新
聞
』
で
は
、「
第
二
の
出
歯
亀
現
る
」（
同
年
六

月
一
八
日
）、「
高
輪
に
も
出
歯
亀
」（
同
年
六
月
二
七
日
）、「
新
式
出
歯
亀
隊
」

（
同
年
一
〇
月
四
日
）
の
よ
う
に
、
ほ
か
の
事
件
の
見
出
し
に
こ
の
こ
と
ば

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
文
中
の
出
歯
久
米
の
絵
葉
書
が
出
版
さ
れ

た
の
は
同
年
一
一
月
で
あ
る
。

⑥ 

本
文
中
、
冒
頭
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
」
お
よ
び

後
半
部
「
久
米
の
仙
人
の
、
物
洗
ふ
女
の
脛
の
白
き
を
見
て
、
通
を
失
ひ
け

ん
は
、誠
に
手
足
・
は
だ
へ
な
ど
の
き
よ
ら
に
、肥
え
あ
ぶ
ら
づ
き
た
ら
ん
は
、

外
の
色
な
ら
ね
ば
、
さ
も
あ
ら
ん
か
し
」（
佐
竹
昭
宏
・
久
保
田
淳
校
注
『
方

丈
記  

徒
然
草
』、
新
日
本
古
典
文
学
大
系  

三
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九

年
一
月
、
八
七
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。

⑦ 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
絵
本
徒
然
草
』（
六
丁
ウ
・
七
丁
オ
）
に
よ
る
。

⑧ 

架
蔵
本
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
五
（
五
六
丁
ウ
・
五
七
丁
オ
）
に
よ
る
。

⑨ 

本
文
の
前
半
、「
久
米
仙
者
、
和
州
上
郡
人
。
入
深
山
學
仙
法
。
食
松
葉

服
薜
荔
。
一
旦
騰
空
、
飛
過
故
里
。
會
婦
人
以
足
蹈
浣
衣
。
其
脛
甚
白
。

忽
生
染
心
、
即
時
墜
落
」（『
訓
読 

元
亨
釈
書 

上
巻
』、
禅
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
一
年
一
一
月
、
四
二
一
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。

⑩ 

池
上
洵
一
校
注
『
今
昔
物
語
集　

三
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系  

三
五
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
五
月
、
六
八
～
七
〇
頁
）
を
参
照
。

⑪ 

小
泉
和
子
『
道
具
が
語
る
生
活
史
』（
朝
日
選
書
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
九
年
四
月
）、
三
八
頁
。

⑫  
平
成
一
二
年
度
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
貴
重
書
公
開
『
江
戸
の
ま
な
ざ

し  
薩
摩
の
名
所
図
会
展
図
録
』（
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
、
二
〇
〇
〇
年

一
一
月
）、
二
五
頁
。

⑬ 

本
渡
章
『
奈
良
名
所
む
か
し
案
内 

絵
と
き
「
大
和
名
所
図
会
」』（
創
元
社
、



一
五

五
五
頁
。

⑳ 

前
掲
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』、
一
頁
。
凡
例
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
一
三
種
の

諸
抄
の
内
訳
は
、『
壽
命
院
抄
』『
野
槌
抄
』『
貞
徳
抄
』『
同
慰
草
』『
古
今
抄
』

『
盤
齋
抄
』『
句
解
』『
諸
家
聞
書
』『
文
段
抄
』『
諺
解
』『
増
補
鐵
槌
』『
大
全
』

『
参
考
抄
』
と
な
っ
て
い
る
。

㉑ 

今
回
の
調
査
で
確
認
し
た
の
は
次
の
九
種
で
、（　

）
内
は
刊
年
と
国
文
学

研
究
資
料
館
の
和
古
書
請
求
記
号
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
数
を
記
し

た
。

・
三
木
隠
人
『
徒
然
草
』（
元
禄
三
年
、
８
９‒

１
０
９‒

１
、九
・
一
〇
コ
マ
）

・
閑
壽
『
徒
然
草
集
説
』（
元
禄
一
四
年
、
８
９‒

１
１
５‒

１
、三
〇
コ
マ
）

・
西
道
智
『
金
槌
』（
万
治
元
年
、
８
９‒

９
０‒

１
、三
〇
コ
マ
）

・『
徒
然
草
吟
和
抄
』（
元
禄
三
年
、
タ
５‒

１
０
２‒

１
、九
・
一
〇
コ
マ
）

・
高
階
楊
順
『
徒
然
草
句
解
』（
寛
文
元
年
、
８
９‒

９
５‒

１
、一
六
コ
マ
）

・『
徒
然
草
諺
註
』（
写
年
不
明
、
８
９‒

７
２‒

１
、一
七
コ
マ
）

・『
徒
然
草
抄
』（
寛
文
元
年
、
タ
５‒

１
０
５‒

１
、四
六
コ
マ
）

・『
徒
然
草
直
解
』（
貞
享
三
年
、
タ
５‒

１
１
２‒

２
、三
コ
マ
）

・『
頭
書  

徒
然
草
』（
刊
年
不
明
、
タ
５‒

１
３
４‒

１
、七
・
八
コ
マ
）

㉒  
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
徒
然
草
』（
寛
永
二
一
年
写
、
８
９‒

１
６‒

１
、

一
〇
コ
マ
）。

㉓ 

特
別
展
図
録
『
兼
好
と
徒
然
草
』（
金
沢
文
庫
、
一
九
九
四
年
九
月
）、
八
〇

二
〇
〇
七
年
九
月
）、
一
二
六
頁
。

⑭ 
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵『
久
米
仙
人
練
行
記
』（
三
二
丁
オ
）に
よ
る
。

⑮ 

木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物 

油
絵
茶
屋
の
時
代
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）、
八
八
・
八
九
頁
。

⑯ 

さ
ら
に
洗
濯
す
る
女
性
を
描
い
た
浮
世
絵
に
た
い
し
て
、
た
と
え
仙
人
の

姿
が
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
久
米
仙
人
を
連
想
す
る
こ
と
が

自
然
で
あ
る
と
い
う
解
説
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
林
忠
解
説
「
鈴
木
春
信

「
布
洗
い
」」（『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
一
二 
ベ
ル
リ
ン
東
洋
博
物
館
』、
講
談
社
、

一
九
八
八
年
三
月
、
二
二
二
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
川
辺
で
洗
濯
の
美
人
と
空
中
飛
行
の
神
通
力
を
失
い
空
中

を
落
下
す
る
久
米
仙
人
の
取
り
合
わ
せ
は
、
古
く
か
ら
浮
世
絵
に
よ
く

見
ら
れ
る
取
り
合
わ
せ
だ
が
、
さ
す
が
に
春
信
は
そ
う
し
た
常

じ
ょ
う

套と
う

的て
き

な

絵
柄
は
避
け
、
画
面
に
仙
人
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
な
く
そ
の
有
名
な
逸

話
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

⑰ 

川
平
敏
文
「
元
禄‒

享
保
期
の
徒
然
草
注
釈
︱
兼
好
発
憤
説
と
述
志
の
文
学

︱
」（『
語
文
研
究
』
第
八
十
一
号
、
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
六

年
六
月
、
一
一
頁
）。

⑱ 

こ
の
区
分
に
は
「
徒
然
草
」
関
連
以
外
の
資
料
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

今
回
の
調
査
で
は
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

⑲ 

室
松
岩
雄
校
訂
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』（
皇
學
書
院
、
一
九
一
三
年
六
月
）、



一
六

（『
徒
然
草
︱
美
術
で
楽
し
む
古
典
文
学
』、
六
九
頁
）
の
三
種
、
屏
風
と
し

て
は
鍬
形
蕙
斎
画「
徒
然
草
屏
風
」（『
徒
然
草
︱
美
術
で
楽
し
む
古
典
文
学
』、

六
四
頁
）
と
「
徒
然
草
図
屏
風
」（『
徒
然
草
︱
美
術
で
楽
し
む
古
典
文
学
』、

五
八
頁
）
の
二
種
、
色
紙
と
し
て
は
「
徒
然
草
淡
彩
色
紙
」（
島
内
裕
子
『
徒

然
草
文
化
圏
の
生
成
と
展
開
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
二
月
、
三
三
四
頁
）

の
一
種
、
画
手
本
と
し
て
は
初
代
広
重
「
草
筆
画
譜
」（
特
別
展
図
録
『
徒

然
草
の
絵
巻
と
版
本
』、金
沢
文
庫
、一
九
八
六
年
一
〇
月
、二
四
頁
）
の
一
種
、

奈
良
絵
本
と
し
て
は
有
吉
本
（
有
吉
保
編
著
『
徒
然
草 

詳
密
彩
色
大
和
絵

本 

上
巻
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）
や
蓬
左
文
庫
本
（
山
崎
正
和

『
現
代
語
訳
日
本
の
古
典
12 

徒
然
草
・
方
丈
記
』、
学
研
、
一
九
八
〇
年
五
月
、

一
六
頁
）の
二
種
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、「
徒
然
草
」の
図
像
化
に
つ
い
て
は
、

前
掲
『
徒
然
草
文
化
圏
の
生
成
と
展
開
』
に
詳
し
い
。

㉖ 

田
中
允
校
訂
『
番
外
謡
曲
』（
古
典
文
庫
、第
三
十
三
冊
、一
九
五
〇
年
三
月
）、

二
六
頁
お
よ
び
五
三
・
五
四
頁
。

㉗ 

田
中
允
編
『
未
刊
謡
曲
集 

十
九
』（
古
典
文
庫
、
第
二
九
七
冊
、
一
九
七
二

年
二
月
）、
一
七
二
・
一
七
三
頁
。

㉘ 
田
中
允
編
『
未
刊
謡
曲
集 

二
十
七
』（
古
典
文
庫
、
第
三
六
一
冊
、

一
九
七
六
年
一
一
月
）、
五
一
頁
。

㉙ 

若
月
保
治
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究 

第
三
巻
』（
櫻
井
書
店
、一
九
四
四
年
五
月
）、

三
八
八
頁
。

～
八
二
頁
。
な
お
、
一
〇
種
の
内
訳
は
、『
な
ぐ
さ
み
草
』（
慶
安
五
年
頃
）、

『
首
書
つ
れ
づ
れ
草
』（
元
禄
三
年
）、『
改
正
頭
書
つ
れ
づ
れ
草
絵
抄
よ
み
く

せ
句
切
付
』（
元
禄
四
年
）、『
新
版
絵
入
徒
然
草
』（
元
禄
一
六
年
）、『
つ
れ

つ
れ
草
ゑ
入
』（
正
徳
二
年
）、『
絵
入
つ
れ
づ
れ
草
』（
元
文
二
年
）、『
大
字

新
板
つ
れ
つ
れ
草
絵
入
』（
寛
延
四
年
）、『
新
板
絵
入
り
つ
れ
つ
れ
草
よ
み

く
せ
御
義
』（
元
文
五
年
）、『
新
板
絵
入
り
つ
れ
つ
れ
草
』（
刊
年
不
明
、
寛

延
二
年
後
印
）、『
絵
本
徒
然
草
』（
元
文
五
年
版
後
印
）
と
な
っ
て
い
る
。

㉔ 

今
回
の
調
査
で
確
認
し
た
の
は
次
の
四
種
で
、（　

）
内
は
刊
年
と
国
文
学

研
究
資
料
館
の
和
古
書
請
求
記
号
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
数
を
記
し

た
。

・『
徒
然
草
』（
刊
年
不
明
（
戊
辰
と
あ
り
）、
タ
５‒
２
４‒

１
、八
コ
マ
）

・『
徒
然
草
』（
刊
年
不
明
、
タ
５‒

６
９‒

１
、七
コ
マ
）

・『
徒
然
草
』（
刊
年
不
明
（
延
享
五
年
版
の
後
刷
）、
タ
５‒
１
３
１‒

１
、

六
コ
マ
）

・『
頭
書  

徒
然
草
』（
刊
年
不
明
、
タ
５‒

１
３
４‒

１
、七
コ
マ
）

㉕ 

絵
巻
と
し
て
は
住
吉
具
慶
画
「
徒
然
草
画
帖
」（『
徒
然
草  

美
術
で
楽
し
む

古
典
文
学
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
二
〇
一
四
年
六
月
、
五
一
頁
）
と
「
な

ぐ
さ
み
草
絵
巻
」（
平
塚
泰
三
「
徳
川
美
術
館
蔵
「
な
ぐ
さ
み
草
絵
巻
」
に

つ
い
て
（
上
）
︱
『
徒
然
草
』
を
題
材
と
し
た
絵
巻
の
一
例
︱
」（『
金
鯱
叢
書
』 

第
二
三
輯
、
一
九
九
六
年
九
月
）
内
の
図
版
３
、
海
北
友
雪
「
徒
然
草
絵
巻
」



一
七

㊳ 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
絵
本
集
艸
』（
請
求
記
号 Y

D
-

古-1896

）、
四
九
五

コ
マ
。

㊴ 

こ
の
ほ
か
、
創
作
で
あ
る
「
久
米
仙
人
吉
野
桜
」（
前
掲
『
豊
竹
座
浄
瑠
璃

集 ［
三
］』、
一
二
〇
・
一
二
一
頁
）
で
は
、
布
晒
し
の
場
面
を
「
芋
洗
川
」
の

川
辺
と
し
て
い
る
。

㊵ 

日
本
地
名
学
研
究
所
編
『
地
名
研
究
資
料
集 

第
二
巻 

大
和
国 

一
』（
ク
レ

ス
出
版
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）、
二
〇
二
・
二
〇
三
頁
。

㊶ 

日
本
地
名
学
研
究
所
編
『
地
名
研
究
資
料
集 

第
三
巻 

大
和
国 

二
』（
ク
レ

ス
出
版
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）、
一
九
九
頁
。

㊷ 

奈
良
県
橿
原
市
久
米
町
の
国
道
一
六
九
号
沿
い
に
あ
り
、
二
〇
一
四
年
五
月

に
は
確
認
で
き
た
。
道
路
延
伸
工
事
の
た
め
、
同
年
九
月
一
日
現
在
、
芋
洗

地
蔵
は
工
事
の
囲
み
内
と
な
っ
て
お
り
、
撤
去
あ
る
い
は
移
設
さ
れ
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。

㊸ 

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
『
廣
大
和
名
勝
志
』
巻
六
（
写
年
不
明
、
貴
重
書

庫 291.65-

コ
ウ
ヤ-6

）、
三
〇
コ
マ
。

㊹ 

前
掲
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
五
（
五
六
丁
ウ
・
五
七
丁
オ
）。

㊺ 
曲
亭
馬
琴
『
玄
同
放
言
』（『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
一
期
〉
５
』、
一
九
七
五

年
六
月
）、
一
七
八
～
一
八
〇
頁
。

㊻ 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
巻
八
（
嘉
永
六
年
刊
、

請
求
記
号
：
文
庫30  E0228

、
一
九
丁
オ
）、
一
九
九
頁
。

㉚ 
山
田
清
作
編
『
新
板  

天
王
寺
彼
岸
中
日
』（
米
山
堂
、
一
九
二
五
年
四
月
）。

㉛ 
前
掲
『
新
板  

天
王
寺
彼
岸
中
日
』
に
よ
る
。
ま
た
、
こ
の
墜
落
の
場
面
は

前
掲
『
久
米
仙
人
練
行
記
』
と
類
似
し
て
お
り
、『
久
米
仙
人
練
行
記
』
が
『
天

王
寺
彼
岸
中
日
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

㉜ 

山
田
和
人
「
解
題
」
内
「
久
米
仙
人
吉
野
桜
」（
山
田
和
人
他
校
訂
『
豊
竹

座
浄
瑠
璃
集 

［
三
］』、
叢
書
江
戸
文
庫 

三
七
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年

六
月
、
四
九
八
・
四
九
九
頁
）。

㉝ 

前
掲
『
豊
竹
座
浄
瑠
璃
集
［
三
］』、
一
二
〇
～
一
二
八
頁
。

㉞ 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
「
久
米
仙
人
吉
野
櫻
」（
登
録N

o:

イ13-

00299-001-073

／
ニ24-00089-010

）。
ま
た
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
墜
落

の
場
面
に
お
い
て
、「
踏
み
洗
い
」
で
は
な
く
布
を
晒
す
よ
う
す
を
採
用
し

て
い
る
の
は
、
見
せ
場
と
し
て
の
「
布
晒
し
」
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

㉟ 

高
野
辰
之
・
黒
木
勘
蔵
校
訂
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集  

上
巻
』（
早
稲
田
大
学

出
版
部
、
一
九
二
五
年
六
月
）、
一
三
八
頁
。

㊱ 

小
泉
弘
「
久
米
仙
人
」（
乾
克
己
ほ
か
編
『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』、
角
川

書
店
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
、
三
三
一
頁
）。

㊲ 

新
井
恵
「
青
本
『
久
米
豊
勝
彼
岸
桜
』
考
」（「
平
成
二
十
五
年
度
日
本
近
世

文
学
会
秋
季
大
会  

研
究
発
表
要
旨
」、『
近
世
文
藝
』
98
、日
本
近
世
文
学
会
、

二
〇
一
三
年
七
月
、
六
三
頁
）。



一
八

㊼ 「
芋
洗
」（『
白
隠
展 H

A
K

U
IN

 

禅
画
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
』、Bunkam

ura 
ザ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
四
頁
）。

㊽ 

「
蕪
村
筆
野
ざ
ら
し
紀
行
図
屏
風
（
部
分
）
芋
洗
う
女
」（『
芭
蕉
没
後

三
〇
〇
年
記
念
企
画
展 

芭
蕉
と
近
江
の
門
人
た
ち
』、
大
津
市
歴
史
博
物
館
、

一
九
九
四
年
一
〇
月
、
三
二
頁
）。

㊾ 

東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
芋
洗
い
」（
列
品
番
号  A

-10569_4704

）。

㊿ 

「
芋
洗
い
」（
須
藤
功
編
『【
図
集
】
幕
末
・
明
治
の
生
活
風
景 

外
国
人
の
見

た
ニ
ッ
ポ
ン
』、
東
方
総
合
研
究
所
、
一
九
九
五
年
三
月
、
一
五
頁
）。

� 

「
芋
洗
い
棒
（
洗
棒
、
イ
モ
ア
ラ
イ
、
コ
ジ
）」（
農
林
水
産
省
農
林
水
産
技

術
会
議
事
務
局
筑
波
事
務
所
作
成  

農
機
具
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、  http://w

w
w

.

　

agropedia.affrc.go.jp/agriknow
ledge/noukigu

、
資
料
番
号 1734

、
二

　

〇
一
四
年
九
月
一
日
閲
覧
）。

� 

な
お
、
女
性
が
芋
を
洗
っ
て
い
た
と
す
る
久
米
仙
人
伝
承
を
取
り
あ
げ
た
資

料
が
あ
る
。
池
田
末
則
編
『
奈
良
の
地
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八

年
六
月
、
四
六
・
四
七
頁
）
お
よ
び
改
訂
橿
原
市
史
編
纂
委
員
会
『
橿
原
市

史 

本
編 

下
巻
』（
橿
原
市
役
所
、
一
九
八
七
年
三
月
、
九
一
一
・
九
一
二
頁
）

の
二
書
で
、
と
も
に
池
田
末
則
氏
が
編
集
に
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
書

と
も
に
、
ハ
ギ
は
脛
で
は
な
く
萩
で
あ
る
と
い
う
説
、
ま
た
、
芋
は
妹
（
女

子
）
で
は
な
く
疱
瘡
で
あ
る
と
い
う
説
に
言
及
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
池
田

氏
が
直
接
に
採
取
し
た
伝
承
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
れ
ほ
ど

の
範
囲
で
流
布
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
こ
の
二

書
以
外
に
芋
洗
い
説
に
言
及
し
た
資
料
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
提
供
者
を
明

記
し
た
伝
承
で
あ
る
崎
山
卯
左
衛
門
「
久
米
仙
人
墜
落
の
跡
」（
奈
良
県
童

話
連
盟
監
修
・
高
田
十
郎
編
『
大
和
の
伝
説  

増
補
版
』、
大
和
史
蹟
研
究
会
、

一
九
五
九
年
一
一
月
、
一
五
七
頁
）
に
は
芋
を
洗
う
と
い
う
説
が
記
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
近
代
以
降
か
つ
現
地
付
近
に
お
い
て
も
、
一
般
的

な
伝
承
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

� 

拙
稿
「
鏡
の
中
の
鼻
︱
「
名
所
図
会
」
の
挿
絵
に
美
人
は
い
る
か
︱
」（『
国

文
学
論
叢
』
第
五
〇
輯
、
龍
谷
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）
で
取

り
あ
げ
た
挿
図
で
も
、
や
は
り
「
地
口
」「
も
じ
り
」
が
重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
い
た
。



一
九

　

［
図
一
］



二
〇

　

［
図
二
］

　

［
図
三
］



二
一

　

［
図
四
］



二
二

書
名

多
武
峯
略
記

七
大
寺
巡
禮
私
記

扶
桑
略
記

今
昔
物
語
集

和
州
久
米
寺
流
記

久
米
寺
縁
起
事

私
聚
百
因
縁
集 

元
亨
釈
書

発
心
集

諸
寺
縁
起
集
菅
家
本 

※
本
文

　

に
て

　

言
及

（
な
し
）

（
な
し
）

有
女
人
、
安
雲

〔
坐
カ
〕洗

物

久
米
仙
飛
後
更
落        

婦
人
以
足
蹈
浣
衣        

げ
す
女
の
物
洗
ひ
け
る        

若
女
之
衣
洗
立        

下ケ

女シ
ヨ

ノ
洗

ア
ラ
フレ

物
ヲ        

女
以
レ
足
蹈
二-

澣
衣
一

有
二
洗
レ
布
之
下
女
一

若
キ
女
衣き

ぬ
ヲ
洗

あ
ら
ひテ

立た

テ

リ
。
衣
ヲ
洗
フ
ト
テ

墜
落
の
原
因
に
は

言
及
せ
ず        

洗
レ
衣

○

○

○

○○

○○○
○

○○○○○○

○○

○

○○

○○

『
寺
誌
叢
書  

第
二
』（
大
日
本
佛
教
全
書  

一
一
八
、

佛
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
一
一
月
）、
二
四
頁

藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料 

寺
院
篇 

上
巻
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
三
月
）、

三
五
頁

『
日
本
逸
史  

扶
桑
略
記
』（
国
史
大
系 

第
六
巻
、

経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
七
年
一
二
月
）、
六
五
四
頁

池
上
洵
一
校
注
『
今
昔
物
語
集  

三
』（
新
日
本
古

典
文
学
大
系  

三
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年

五
月
）、
六
八
頁

『
寺
誌
叢
書  

第
三
』（
大
日
本
佛
教
全
書  

一
二
、

佛
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
一
月
）、
三
五
頁

『
寺
誌
叢
書  

第
三
』（
大
日
本
佛
教
全
書  

一
二
、

佛
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
一
月
）、
三
九
頁

国
立
国
会
図
書
館
、
請
求
記
号184-Z99s

、
九
巻
、

三
六
コ
マ

『
訓
読  

元
亨
釈
書  

上
巻
』（
禅
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
二
年
一
一
月
）、
四
二
一
頁

三
木
紀
人
校
注
『
方
丈
記  

発
心
集
』（
新
潮
日
本

古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
）、

一
七
八
頁

藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料 

寺
院
篇 

上
巻
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
三
月
）、

三
六
一
頁

衣
布
物
そ
の
他

洗
う
立
つ

踏
む

そ
の
他

棒

原
文

備
考

出
典

［
表
一
］



二
三

徒
然
草

榻
鴫
暁
筆

本
朝
神
社
考

南
北
二
京
霊
地
集

和
州
寺
社
記 

南
都
名
所
集

和
州
舊
跡
幽
考

（
大
和
名
所
記
）

本
朝
列
仙
伝 

和
州
巡
覧
記

本
朝
高
僧
傳

本
朝
語
園 

き
ぬ

衣
服

布
を
洗
女

女
ノ

以
レテ

足
ヲ

蹈フ
ミ
二

澣ア
ラ
フ ス

ル
ヲ

衣
一ヲ        

窈タ
ヲ
ヤ
カ窕

ナ
ル
女
ノ
衣イ

フ
ク服

ヲ

洗ア
ラ
ヒケ

ル       

女
の
物
洗
ひ
し
所        

女
ノ

以
レテ
足
ヲ

澣
レヲ
衣
ヲ       

き
ぬ
あ
ら
ふ
女        

女
ノ
足
ヲ
以
テ
衣
ヲ
蹈フ

ミ

ア
ラ
フ        

物
あ
ら
ふ
女

衣
を
洗
ふ
女

洗セ
イ
イ衣

ノ
女

『
元
亨
釈
書
』
を

出
典
と
記
す       

『
元
亨
釈
書
』
を

出
典
と
記
す       

『
元
亨
釈
書
』『
本

朝
神
社
考
』
を
出

典
と
記
す

「
徒
然
草
」
に
言

及
 

『
元
亨
釈
書
』
を

出
典
と
記
す

「
踏
む
」
と
は
記

さ
ず

物
洗
ふ
女

○
○

○

○○

○○○○

○○○○○○

△○

○○○○○

○

佐
竹
昭
宏
・
久
保
田
淳
校
注
『
方
丈
記  

徒
然
草
』

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系  

三
九
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
一
月
）、
八
七
頁

市
古
貞
次
校
注
『
榻
鴫
暁
筆
』（
中
世
の
文
学
、

三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
二
年
一
月
）、
二
二
九
頁

国
文
学
研
究
資
料
館
、
マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号  

２

５
７‒

１
９
４‒

２
、二
一
五
コ
マ

横
山
重
監
修
『
吉
野
山
独
案
内  

南
北
二
京
霊
地

集
』（
近
世
文
学
資
料
類
従  

古
板
地
誌
一
五
、
勉

誠
社
、
一
九
八
一
年
六
月
）、
三
一
五
頁

『
大
和
志
』
第
三
巻  

第
九
号
（
大
和
国
史
会
、

一
九
三
六
年
九
月
） 

、
四
二
頁

『
南
都
名
所
集
』（
版
本
地
誌
大
系  

別
巻
二
〈
古

版
地
誌
〉、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）、 

五
〇
三
頁

『『
大
和
名
所
記
』
︱
和
州
舊
跡
幽
考
︱
』（
臨
川

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）、
八
一
七
頁

国
文
学
研
究
資
料
館
、
和
古
書
請
求
記
号  

ヤ
１

‒

１
３
９‒

２
、三
コ
マ

日
本
地
名
学
研
究
所
編
『
地
名
研
究
資
料
集  

第

二
巻  

大
和
国  

一
』 （
ク
レ
ス
出
版 

、
二
〇
〇
三

年
五
月
）、
二
〇
二
頁

国
文
学
研
究
資
料
館
、
マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号  

９

９‒

２
５‒

２
、一
六
八
三
コ
マ

国
文
学
研
究
資
料
館
、
マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号  

２

８
１‒

７
４
６‒

３
、二
八
七
コ
マ



二
四

和
漢
三
才
図
会

絵
本
故
事
談

安
斎
随
筆

類
聚
名
物
考

高
市
郡
（
飛
鳥
）
古

跡
略
考 

久
米
仙
人
練
行
記

廣
大
和
名
勝
誌 

大
和
名
所
図
会

悟
道
辨

玄
同
放
言 

※
本
文

　

に
て

　

言
及  

（
な
し
）

（
な
し
）

女を
ん
なの

足あ
し

を
以
て
衣

こ
ろ
もを

踏フ
ミ

洗あ
ら

ふ
衣
洗
女       

若
き
女
の
美
な
る
か
裾

を
か
ゝ
げ
て
衣
を
洗
へ

る
・
女
人
衣
を
洗
こ
と    

若
き
女
の
美

う
つ
く
し
きな

る
が
裾

を
か
ゝ
げ
て
衣き

ぬ
を
洗
へ

る
・
衣
を
洗
ふ
た
る
女        

物も
の
あ
ら洗

フ
女
・
婦
人
以
レテ

足
ヲ

蹈
二ミ
浣
レフ
衣
ヲ

女
共
ガ
布
ヲ
晒
ス                    

久
米
仙
人
墜
落

婦
人
以
レ
足
蹈
浣
レ
衣
・

物
あ
ら
ふ
女 

墜
落
の
原
因
に
は

言
及
せ
ず     

「
元
亨
釈
書
及
び

つ
れ

ぐ
草
な
ど     

に
見
え
た
り
」 

『
元
亨
釈
書
』
を 

を
出
典
と
記
す       

『
元
亨
釈
書
』「
徒

然
草
」
を
引
用        

※
本
文
に
て
言
及       

「
今
昔
物
語
集
」

『
東
大
寺
縁
起
』

を
出
典
と
記
す

『
元
亨
釈
書
』「
徒

然
草
」「
今
昔
物

語
集
」
を
出
典
と

記
す

「
徒
然
草
」『
元
亨

釈
書
』
を
出
典
と

記
す

『
扶
桑
略
記
』「
今

昔
物
語
集
」『
元

亨
釈
書
』 

を
出
典

婦
︱
人
以
レ
足
踏フ

ミ
二

浣
ア
ラ
フ

衣

一ヲ

○○○

○○

○

○

○○○○

○○○○

○○

○○○○

○○ ○

国
文
学
研
究
資
料
館
、
和
古
書
請
求
記
号  

マ
３

  ‒

２
４‒

５
４
、六
三
コ
マ 

国
文
学
研
究
資
料
館
、
和
古
書
請
求
記
号  

ナ
４

‒

１
２‒

１
、七
八
コ
マ

『
安
斎
随
筆  

上
巻
』（
増
訂  

故
実
叢
書  

第
一
八

回
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
九
年
六
月
）、
一
五

頁山
岡
浚
明
編
『
類
聚
名
物
考  

第
一
冊
』（
近
藤
活

版
所
、
一
九
〇
三
年
一
二
月
）、
七
八
五
頁

日
本
地
名
学
研
究
所
編
『
地
名
研
究
資
料
集  

第

三
巻  

大
和
国  

二
』（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三

年
五
月
）、
一
九
九
頁

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
、
一
六
一‒

一
三
／

近  

二
〇‒

三

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
、
貴
重
書
庫 291.65- 

コ

ウ
ヤ-6

、
三
〇
・
三
一
コ
マ

架
蔵
本 

国
立
国
会
図
書
館
、請
求
記
号  121.26-g　

上
巻
、

一
二
・
一
三
コ
マ

『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
一
期
〉
５
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
五
年
六
月
）、
一
七
八
～
一
八
〇
頁        

布
を
浣あ

ら
ふ
女い

も子 
・ 
わ

か
き
女
の
美

み
や
び
や
かな

る
が
、

裾も
す
そを

か
ゝ
げ
て
、
衣き

ぬ
を        



二
五

随
意
録

松
屋
筆
記

西
国
三
十
三
所
名
所

図
会 

婦
人
以
レ
足
蹈
二
浣
衣
一

婦ふ
じ
ん人

の
足あ

し
を
以も

つ
て
衣き

ぬ
を

蹈ふ
み
あ
ら洗

ふ
・
若わ

か
き
女

を
ん
なの

衣き
ぬ

を
あ
ら
ひ
し

久
米
仙
人
墜
落
の
説 

『
元
亨
釈
書
』『
玄

同
放
言
』
を
出
典

と
記
す     

「
徒
然
草
」
に
言

及
・『
元
亨
釈
書
』

を
出
典
と
記
す

と
記
す       

「
徒
然
草
」
に
言

及       

○

（
な
し
）

（
な
し
）

○

○○

○○

 

関
儀
一
郎
編
『
日
本
儒
林
叢
書  

巻
一
』（
東
洋

図
書
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）、「
随
意
録
」
中

二
四
三
頁

国
立
国
会
図
書
館
、
請
求
記
号  

丑-60  

七
八
巻
、

七
四
コ
マ                                   

早
稲
田
大
学
図
書
館
、 

請
求
記
号 

文
庫30 E0228

、

一
九‒

オ
・
二
〇‒

ウ

洗あ
ら

ふ
・
婦
人
ノ

以
レ
足
ヲ

踏
二ミ
浣
フ
ニ

衣
一ヲ
・
布
を
浣あ

ら

ふ
婦
人
・
女
ノ

洗
一レフ
ヲ

衣

ヲ



二
六

名
称

久
米
仙
人
図

久
米
仙
人
図

立
見
久
米
仙
人

久
米
仙
人

（
落
雷
見
立
粂
仙
人
）

風
流
久
米
仙
人

久
米
仙
人
図 

高
士
と
美
人
図

久
米
仙
人
図

西
川
祐
信
・

狩
野
祐
清
英
信

北
尾
重
政
・

狩
野
永
徳
高
信

鈴
木
春
信

勝
川
春
潮

石
川
豊
信

奥
村
政
信

竹
田
春
信

西
川
祐
信

宮
川
長
春

○○○○○○○○○

○○○○○○

小
林
忠
『
江
戸
の
絵
画
』（
藝
華
書
院
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）、
二
一
二
頁

小
林
忠
『
江
戸
の
浮
世
絵
』（
藝
華
書
院
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）、
五
八
頁

東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
列
品
番
号  A

-10569_3610

『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典  

第
四
巻  

画
題
︱
説
話
・
伝
説
・
戯
曲
︱
』（
大

修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
一
一
月
）、
五
五
頁

『
浮
世
繪
大
成  

第
三
巻
』（
東
方
書
院
、
一
九
三
一
年
七
月
）、
第
三
五
図

『
浮
世
絵 Floating W

orld

︱
珠
玉
の
斎
藤
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
三
菱
一
号
館

美
術
館
、
二
〇
一
三
年
六
月
）、
二
七
頁

小
林
忠
編
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観  

八  

ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
美
術
館
』（
講
談
社
、

一
九
九
五
年
七
月
）、
図
版
一
五

『
江
戸
の
人
物
画  

姿
の
美
、
力
、
奇
』（
府
中
市
美
術
館
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、

一
五
六
頁

『
江
戸
の
人
物
画  

姿
の
美
、
力
、
奇
』（
府
中
市
美
術
館
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、

一
五
七
頁

絵
師

布

他

足

手

棒

補
足

出
典

［
表
二
］

■
浮
世
絵



二
七

久
米
仙
人
美
人
洗
足
柱
絵

(

う
ち
わ
繪) 

鳥
羽
絵
集
会
粂
仙
人

浮
世
見
立  

粂
の
仙
人

落
合 

久
米
仙
人 

晒
女
（
木
曾
街

道
六
十
九
次
之
内 

四
十
四
）

當
盛
見
立
人
形
之
内　

粂
の
仙
人

久
米
仙
人　

顚
落
ノ
図
板 

人
形
之
図

有
樂
齋 

杉
村
治
兵
衛

葛
飾
北
斎

五
渡
亭
国
貞

歌
川
国
芳

歌
川
国
芳

落
合
芳
幾

歌
川
豊
国

た
ら
い
で
足
を

洗
う

石
の
上
に
尻
を

つ
く

下
駄
履
き

下
駄
履
き

下
駄
履
き

下
駄
履
き

○

○○○○○○○

△△ △△△ ○○

黒
田
源
次
『
上
方
繪
一
覧
』（
佐
藤
章
太
郎
商
店
、
一
九
二
九
年
七
月
）、
第

一
一
八
図

ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
、
請
求
番
号 FP 2 - JPD

  no. 1531

　
　
　
　
　
　
　
　

 http://w
w

w
.loc.gov/pictures/item

/2002700019/

永
田
生
慈
監
修
『
生
誕
二
四
〇
年
︱
北
斎
展
』（
葛
飾
北
斎
美
術
館
、

二
〇
〇
一
年
五
月
）、
四
七
頁

『
浮
世
繪
大
成  

一
一
巻
』（ 

東
方
書
院
、
一
九
三
一
年
三
月
）

東
京
都
立
図
書
館
、
請
求
記
号  062-C3-45 

「N
ational D

iet Library N
ew

sletter

」N
o. 155

（
国
立
国
会
図
書
館

二
〇
〇
七
年
六
月
）

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
、
久
米
寺
関
係
文
書
一
六
一‒

一
三
／
近  

九
七

‒

一　

※
「
當
盛
見
立
人
形
之
内　

粂
の
仙
人
」
の
異
版

早
稲
田
演
劇
博
物
館
、
作
品
番
号
：006-177

■
絵
手
本
・
挿
絵

書
名

琵
琶
海
・
扇
な
が
し
・
乗
合
船

大
森
善
清

○

○

金
沢
美
術
工
芸
大
学
附
属
図
書
館 

「
絵
手
本D

B

」、
請
求
番
号  

87  

本
文
18
見

開
き

http://w
w

w
.kanazaw

a-bidai.ac.jp/cgi-bin/edeim
g.pl?ow

ndir87&
list

=karakurenaic018.jpg

編
著
者
等

布

他

足

手

棒

補
足

出
典



二
八

絵
本
譬
草

金
玉
画
府 

本
朝
列
仙
伝

絵
本
故
事
談 

大
和
名
所
図
会 

石
川
豊
信
画 

月
岡
雪
鼎

田
中
玄
順

山
本
序
周
編

橘
有
税
画

秋
里
籬
島
著

竹
原
春
朝
斎
画

※
本
文
に
て
言

　

及

○○○○

○ ○

○

○○

東
北
大
学
附
属
図
書
館
「
東
北
大
学
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン  

狩
野
文
庫

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
配
架
番
号 5-16612-2

、
二‒

ウ
・
３‒

オ

国
立
国
会
図
書
館
、
請
求
記
号  

か‒
51

、
六
〇
コ
マ

国
文
学
研
究
資
料
館
、
和
古
書
請
求
記
号  

ヤ
１‒

１
３
９‒

２
、二
コ
マ

国
文
学
研
究
資
料
館
、
和
古
書
請
求
記
号  

ナ
４‒

１
２‒

１
、七
七
コ
マ

架
蔵
本


