
天
理
本

『
狂
言
六
義
』
の
筆
録
者
再
考

は
じ
め
に

林

賢

次

天
理
図
書
館
蔵

『
狂
言
六
歳
』
(上

･
下

･
抜
番
｡
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
影
印
)
は
､
和
泉
流
狂
言
台
本

の
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
り
､
和
泉
流
の
祖
本
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
筆
録
T

)
は
'

近
世
初
期
の
頃
の
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
が
､
織
語
の
類
は

t
切
な
く
､
筆
録
者
へ
あ
る
い
は
成
立
年
代
に

関
し
て
は
､
内
部
徴
証
な
ど
か
ら
探
る
ほ
か
な
い
｡
こ
れ
ま
で
へ
種
々
の
観
点
か
ら
筆
録
者
の
推
定
が
な
さ

れ
て
き
た
が
､
筆
者
も
そ
の
購
尾
に
付
し
て
考
察
を
行
い
､
筆
跡
の
特
徴
の
変
化
な
ど
か
ら
､
こ
の
天
理
本

『
狂
言
六
歳
』
(以
下
へ
天
理
本
と
略
称
す
る
)
の

｢本
文
｣
｢抜
番
｣
と
も
に
､
複
数
の
手
に
よ
っ
て
書
写

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(小
林

二

九
九
〇
)
二

九
九
三
b
V
)0
そ
の
結
論
に
関
し
て
､
田

口
和
夫
氏
は
基
本
的
に
賛
意
を
表
し
､
さ
ら
に
新
た
な
見
解
を
提
示
し
て
筆
録
者
の
推
定
を
行
っ
た

(田
口

二

九
九
五
))0

以
上
の
よ
う
な
次
第
で
､
天
理
本
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
結
論
が
得
ら
れ
た
か
に
思
え
る
の

で
あ
る
が
､
田
口
氏
の
指
摘
を
も
と
に
よ
く
考
え
て
み
る
と
､
ま
た
新
た
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

右
の
結
論
そ
の
も
の
に
関
し
て
､
改
め
て
考
察
し
､
天
理
本
及
び
和
泉
家
古
本
の
筆
跡
の
考
察
か
ら
､
現
在

た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
｡

二

筆
録
者
推
定
の
経
緯

天
理
本
の
筆
録
者
に
関
す
る
従
来
の
推
定
に
つ
い
て
は
､
前
稿
で
も
述
べ
て
い
る
が
､
簡
単
に
示
す
と
'

池
田
鹿
司
氏
は
､
｢富
士
松
｣
の
俳
語
が
､
寛
永
古
活
字
本

『犬
筑
波
集
』
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
と
し
て
､
寛

永
年
間
以
降
の
成
立
と
し
､
山
脇
和
泉
家
初
代

(宗
家
七
世
)
元
宮

(万
治
二
年

八
一
六
五
九
)
投
)
ま
た

は
､
そ
の
養
子
､
二
代

(八
世
)
元
永

(正
保
二
年

(
1
六
四
五
)
没
と
さ
れ
て
き
た
o
後
述
)
の
い
ず
れ

か
の
手
に
な
る
も
の
と
し
た

(池
田

二

九
六
七
)

1
九
八
ペ
ー
ジ
他
).
ま
た
'
北
川
忠
彦
氏
は
'
こ
れ
を

進
め
､
天
理
本
本
文
中
に

｢弥
太
郎
｣
及
び

｢弥
右
衛
門
｣
の
名
が
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
､
こ
れ
を
正
保
二

年
に
改
名
し
た
大
蔵
虎
明
を
さ
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
と
い
う
仮
定
の
上
で
'
正
保
二
年
に
元
永
を
失
っ
て
再

勤
し
た
初
代
元
宜
が
'
幼
い
三
代
元
信
の
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
と
推
定
し
た

(北
川

八
一
九
七
六
))｡
さ

ら
に
､
田
口
和
夫
氏
は
､
天
理
木
上

･
九
十
六

｢政
頼
｣
に
お
け
る
､
｢鳥
養
い
つ
み
｣
に
関
す
る
記
事
が
伝

聞
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
'
鳥
飼
和
泉
か
ら

一
代
以
上
離
れ
て
い
る
者
の
書
写
に
な
る
と
し
､
鳥

飼
和
泉
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
の
あ
る
の
が
元
光
道
西
か
元
宜
道
仙
で
あ
り
'
筆
者
が
元
宜

･
元
永
二
代
の
内

-
冗i]-



と
す
れ
ば
､
元
永
道
意
の
筆
に
な
る
と
し
た

(田
口

八
一
九
八
七
))｡
天
理
本
を
受
け
継
ぐ
和
泉
家
古
本

『
六

歳
』
に
比
し
て
'
天
理
本
は
台
本
と
し
て
の
完
成
度
は
い
ま
だ
低
く
'
基
本
的
に
そ
の
当
時
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡

問
題
は
､
特
に
六
義
下
巻

｢本
文
｣
及
び

｢抜
書
｣
に
お
い
て
筆
跡
の
変
化

■

が
み
ら
れ
'
全
体
を
同

一
人
の
書
写
と
は
み
な
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
で
'
小
林

二

九
九
三
b
)
(以
下
､
前
稿
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
)
で
指
摘
し
た
天
理
本
の
筆
跡

(用

字
あ
る
い
は
用
語
の
相
違
を
も
含
む
)
に
よ
る
区
分
を
示
す
と
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

〔A
〕
本
文
-
-
上
巻
全
体
｡
下
巻

一
～
六
十
九

｢太
子
手
鉾
｣
【
｢目
録
｣
の
当
該
曲
名
表
記
も

〔A
〕
隼
】

抜
番
-
-
上
巻

一
｢餅
酒
｣
～
百
二
十
六

｢太
子
手
鉾
｣
【
｢目
録
｣
の
一
か
ら
百
二
十
五

｢鰻
庖
丁
｣

ま
で
の
曲
名
表
記
は
'
別
筆
｡
番
写
者
X
と
す
る
｡
百
二
十
六

｢太
子
手
鉾
｣
の
曲
名
表
記

は

【A
】
筆
】

〔B
〕
本
文
-
-
下
巻
七
十

｢酸
辛
｣
～
九
十

一
｢雷
｣
【
｢目
録
｣
の
当
弦
曲
名
表
記
も

〔B
〕
筆
】

抜
番
-
-
下
巻
百
二
十
七

｢お
冷
｣
～

百
三
十
二

｢才
宝
｣
【
｢目
録
｣
の
当
該
曲
名
表
記
も

〔B
〕

筆
】

〔C
〕
本
文
-
-
下
巻
九
十
二

｢黄
精
｣､
九
十
三

｢き
ん

《屋
》
｣
(《屋
》
は
変
体
仮
名
｡
以
下
同
じ
)､
九

十
四

｢岩
楠
｣
【
｢目
録
｣
の
当
該
曲
名
表
記
も

〔C
〕
筆
】

抜
番
-
-
百
三
十
三

｢黄
精
｣､
百
三
十
四

｢牛
盗
人
｣､
百
三
十
五

｢き
ん

《
や
》
｣､
百
三
十
六

｢岩

橘
｣
【
｢目
録
｣
の
当
該
曲
名
表
記
も

〔C
〕
筆
】

〔D
〕
本
文
-
-
九
十
五

｢か
ち
栗
｣､
九
十
六

｢蟹
山
伏
｣'
九
十
七

｢土
産
山
伏
｣､
九
十
八

｢茸
｣､
九

十
九

｢的
牛
｣､
百

｢木
実
論
｣､
百

一

｢い
ぐ
ゐ
｣､
百
二

｢祢
宜
山
伏
｣
【
｢目
録
｣
の
当

該
曲
名
表
記
も

〔D
〕
筆
】

抜
書
-
-
百
三
十
七

｢松
弓
弦
薬
｣
～
百
五
十

一
｢土
産
山
伏
｣
【
｢目
録
｣
の
当
該
曲
名
表
記
も

〔D
〕

筆
】

〔E
〕
抜
番
-
-
最
終
曲

｢祢
宜
山
伏
｣0
第
百
五
十
二
番
に
あ
た
る
が
'
曲
番
は
付
さ
れ
て
い
な
い
.'
[
｢目

録
｣
に
曲
名
記
載
な
し
】

以
上
の
う
ち
へ
〔A
〕
と

〔B
〕
に
関
し
て
は
､
筆
遣
い
の
印
象
が
大
き
く
異
な
る
の
み
な
ら
ず
'
〔B
】

に
お
い
て
規
範
的
瀬
音
織
の
ゆ
る
み
が
み
ら
れ
'
言
語
的
に
は

〔A
〕
と
の
相
違
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る

が

(大
食
浩

二

九
八
七
)､
小
林

二

九
九
〇
)
な
ど
参
照
)'
前
稿
に
お
い
て
､
個
々
の
字
形
の
比
較
か

ら
同

1
人
の
手
に
な
る
も
の
と
判
定
し
､
そ
の
相
違
は
執
筆
時
期
の
異
な
り
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
O
こ

の
点
に
つ
い
て
は
田
口
氏
の
判
断
も
同
じ
で
あ
り
､
確
定
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'
｢本

文
｣
｢抜
番
｣
と
も
に
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

〔A
〕
(-

〔B
〕)
の
手
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

残

る
の
は

〔C
〕
と

〔D
〕
(及
び

〔E
〕)
の
関
係
で
あ
る
｡

〔C
〕
以
下
が

〔A
〕
(=

〔B
〕)
と
は
別
筆
で
'
筆
録
者
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

1
33農
-



あ
る

互

｡
そ
し
て
'
前
稿
で
は
､
｢を
｣
の
字
形
な
ど
を
も
と
と
し
て
､
〔C
〕
と

〔D
〕
と
が
ま
た
別
筆

と
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
｡

そ
こ
か
ら
'
従
来
の
研
究
を
ふ
ま
え
'
｢
〔
A

･
B
〕
を
元
永
道
意
の
筆
,
そ

の
病
没
後
､
〔C
〕
ま
た
は

〔
D
〕
の
い
ず
れ
か
を
元
宜
が
筆
録
し
て
完
成
さ
せ
た
｣
(小
林

二

九
九
三
〓

も
の
と

一
応
推
定
し
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
田
口
和
夫
氏
は
､
元
信
道
甫
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
和
泉
家
古
本
の
｢抜
書
｣
(池
田
八
一

九
六
七
)
に
影
印
)
の
筆
跡
と
D
襲
と
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
､
そ
こ
か
ら
､
A

･
B
筆
は
二
代

元
永
道
意
､
C
筆
は
初
代
元
宜
道
仙
t
D
筆
を
三
代
元
信
道
甫
が
書
き
継
い
だ
も
の
と
推
定
し
た

苗

口
二

九
九
五
)
)｡
田
口
氏
が

〔
A
〕
か
ら

〔E
〕
､
及
び

〔Ⅹ
〕
の
筆
跡
に
関
し
て
整
理
し
'
筆
録
者
を
想
定
し
た

表
を
借
用
す
る
と
､
次
の
ご
と
く
で
あ
る

(引
用
は
田
口

二

九
九
七
)
に
よ
る
)｡

X E DI C B A A

筆跡な な 下 下 下 下

上 本文 ⊥′ヽ

義し し 巷 巻

巷 巻 巻
95 92 70 l 1
I I I I ～
102 94 91 6

9 120な な 下 下 下 下 上

目録し し 巷 巷

巷 巷 巻95 92 70 1 1
～ I I I

～lo宝 94 91 6

9 120な 柿 137 133 12

7 I 1 本文

抹普し 宜 I I ～ I

山伏 151 136 132 1

261 記 137 133 127 126 X目

録

I逮～IIを
125な
し
151 136132見

よ

■---一■■■-■一-筆7C7t:7t:丁に丁に
倍宜永永衣普

こ
こ
で
､
山
脇

和
泉
家
の
歴
代
に
つ
い
て
'
そ
の
事
跡
を
記
す
と
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
3

)
e

初
代

(七
世
)
山
脇
和
泉
守
元
宜

(万
治
二
年

二

六
五
九
)
没
)
｡

法
号
道
仙
｡
慶
長
十
九

年

二

六

一

四
)
尾
張
藩
抱
え
｡
寛
永
二
十
年

二

六
讐

1V
t
元
永
に
家
督
を
凍
る
O
元
永
早
世
の
た
め
再
勤

し
･
承
応

二
年

八
一
六
五
三
)
ま
で
勤
め
る

｡

二
代

(八
世
)
山
脇
五
郎
左
衛
門
元
永

(正
保
三
年

二

六
四
六
二

有

没
(
4

こ

｡
法
号
道
意
｡
元
宜
の

甥
｡
寛
永
三
年

二

六
二
六
)
養
子
と
な
る
｡
寛
永
二
十
年
家
督
相
続
｡

三
代

(九
世
)
山
脇
和
泉
元
信

(元
禄
六
年

二

六
九
三
)
投
)
O

法
号
道
甫
｡
元
宜
の
外
孫
｡
正
保
四
年

養
子
O
承
応
二
年

二

六
五
三
)
家
督
相
続
.



た
は
二
代
元
永
の
代
の
こ
と
と
す
れ
ば
'
当
主

一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
､
他
の
者
に
も
手
伝
わ
せ

て
書
き
継
が
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
た
｡
田
口
氏
の
指
摘
に
よ
り
､
筆
録
者
の
推
定
は
'
ま
た

新
た
な
段
階
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
.
た
だ
し
､
そ
の
結
論
に
関
し
て
は
､
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
｡

三

〔C
〕
【
D
〕
〔E
〕
の
筆
跡
と
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
の
筆
跡
の
検
討

田
口

(
一
九
九
五
)
で
は
､
D
筆
と
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
'
筆
跡
が

一
致
し
て
い

る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
い
る
の
み
で
'
特
に
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
両
者
を
見
比
べ
れ
ば
自
明
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

(た
だ
し
､
筆
者
が

〔D
〕
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た

｢を
｣
の
字
形
に
つ
い
て
は
'

和
泉
家
古
本
で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
o
後
述
)o
そ
こ
で
､
ま
ず
確
認
作
業
と
し
て
､
天

理
本

〔D
〕
と
和
泉
家
古
本

｢抜
番
｣
の
筆
跡
を
比
較
し
て
み
よ
う
｡
特
に
'
天
理
本

｢抜
書
｣
の
最
後
の

方
は
､百

四
十
七

｢見

《
須
》
聞

《
須
》
｣､
百
四
十
八

｢い
く
ゐ
｣'
百
四
十
九

｢右
流
左
止
｣'
百
五
十

｢太

鼓
負
｣'
百
五
十

一
｢土
産
山
伏
｣

の
順
と
な
り
'
最
後
に

〔E
〕
と
し
た
曲
番
な
し
の

｢祢
宜
山
伏
｣
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､

和
泉
家
古
本

｢抜
番
｣
に
お
い
て
も
､
第
二
冊

･
六
十
三

｢見

《
須
》
聞

《須
》
｣
以
下
'
六
十
八

｢祢
宜
山

伏
｣
ま
で
､
ま
っ
た
く
同

一
の
曲
が
並
ん
で
い
る

(こ
の
こ
と
自
体
が

一
つ
の
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
'
後

述
す
る
)｡
｢抜
番
｣
は
詞
草
が
ほ
と
ん
ど
同

一
で
あ
る
た
め
､
筆
跡
の
比
較
に
は
好
都
合
で
あ
る
｡
具
体
的

に
比
較
検
討
し
て
み
る
と
'
漢
字
と
仮
名
の
あ
て
方
の
相
違
､
変
体
仮
名
の
選
択
の
相
違
等
は
種
々
み
ら
れ

る
が
､
〔D
〕
と
和
泉
家
古
本
の
筆
跡
は
ま
さ
し
く

一
致
し
て
い
る
｡

ま
た
'
天
理
本
で
｢本
文
｣
｢抜
番
｣
と
も
に
最
後
に
置
か
れ
t
の
ち
の
加
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な

｢祢

宜
山
伏
｣
に
つ
い
て
は
､
｢抜
書
｣
の
印
象
が
異
な
り
､
特
に

｢を
｣
の
字
形
が
そ
れ
ま
で
の

〔D
〕
と
異
な

る
点
を
重
視
し
て

〔E
〕
と
し
た
の
で
あ
る
が
'
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
と
比
較
す
る
と
､
｢成
就
｣
｢勧
請

《志
》
奉

《
類
》
｣
｢愛
懸
納
受
た
れ
給

へ
(互

｣
｢謹
上
再
拝
｣
な
ど
'
か
な
り
の
数
の
語
句
に
お
い
て
表
記

の
類
似

二

致
)
が
認
め
ら
れ
る
O

こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
は
み
な
し
が
た
く
､
こ
の

【E
〕
も
結
局
和
泉

家
古
本
と
同
筆
と
判
断
さ
れ
る

言

)
｡
や
や
書
き
流
し
た
感
が
あ
る
た
め
t

l
見
し
た
印
象
が

〔D
〕
と
は

異
な
る
の
で
あ
ろ
う
｡
天
理
本

｢本
文
｣
下

･
百
二

｢祢
宜
山
伏
｣
の
方
は
本
文
が
異
な
る
た
め
や
や
比
較

し
に
く
い
が
､
曲
名
あ
る
い
は

｢謹
上
再
拝
｣
の
表
記
な
ど
を
見
比
べ
る
と
'
こ
れ
も
や
は
り
同
筆
と
み
て

よ
い
も
の
で
あ
る
｡
注
意
す
べ
き
点
は
､
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
も
､
こ
の

｢祢
宜
山
伏
｣
は
t
の
ち
に

l

曲
の
み
追
加
さ
れ
た

｢敬
神
｣
(｢抜
番
｣
の
本
文
を
見
る
限
り
'
別
筆
｡
和
泉
家
古
本
の
所
収
曲
で
天
理
本

に
見
ら
れ
な
い
の
は
､
こ
の
曲
の
み
)
を
除
く
と
､
｢本
文
｣
｢抜
番
｣
と
も
に
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

1
空
!-



で
あ
る
｡

以
上
､
前
稿
で

〔E
〕
と
し
た

｢抜
書
｣
の

｢祢
宜
山
伏
｣
も
､
結
局

〔D
〕
の
筆
で
t
の
ち
に
書
き
加

え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
さ
て
､
次
に

〔C
〕
と

〔D
〕
と
の
関
係
を
み
よ
う
｡

前
述
の
よ
う
に
'
〔C
】
と
し
た
の
は
'
天
理
本
下
巻
で
は
､
｢黄
精
｣
｢き
ん

《屋
》
｣
｢岩
柿
｣
の
三
曲
t

r抜
番
｣
で
は
'
こ
れ
に

｢牛
盗
人
｣
が
加
わ
り
四
曲
で
あ
る
u

下
巻

｢本
文
｣
は
'
や
や
小
ぶ
り
な
文
字

で
､
｢抜
書
｣
の
当
該
曲
の
印
象
と
は
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
'
個
々
の
文
字
を
子
細
に
比
較
す
る
と
'

｢本
文
｣
と

｢抜
番
｣
と
は
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
｡
前
稿
で

〔C
】
の
特
色
と
し
た

｢御
｣
｢出
J
な
ど
の
字

形
の
ほ
か
､
｢き
｣
｢に
｣
な
ど
仮
名
の
字
形
も
共
通
し
て
い
る
O

特
に
､
曲
名
の
表
記
に
注
目
し
て
み
よ
う
｡
〔C
〕
の
範
囲
の
曲
に
関
し
て
､
天
理
本
の

｢本
文
｣
と

｢抜

書
｣
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
曲
名
'
ま
た
そ
の
目
録
の
表
記
を
見
比
べ
る
と
､

一
見
し
て
同
筆
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
に
関
し
て
も
､
当
該
の
曲
名
､
さ
ら
に
は
目
録
の
曲
名
表
記

を
比
較
す
る
と
､
〔C
〕
の

｢本
文
｣
及
び

｢抜
番
｣
と
筆
跡
が
極
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
が
同
筆
で

あ
る
と
す
れ
ば
､
〔C
〕
筆
-

〔D
〕
筆
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
筆
録
者
の
推
定
に
関
し
て
も
振
り
出
し
に
戻

る
こ
と
に
な
る
｡

さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
｡

〔C
〕
の
範
囲
に
お
け
る
最
初
の
曲

｢黄
精
｣
は
､
和
泉
家
古
本

｢抜
番
｣
(二
･
二
十
八
)
に
お
い
て
は
'

天
理
本
の

｢抜
書
｣
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
､
天
理
本
で
六
義

｢本
文
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
た
詞
章
の
一
部

(天
理
本
下

)9
8
ウ
-
行
目

rや
う
く

急
候
程
に
-
｣
～
最
終
行

｢-
御
通
り
候

へ
｣)
を
も
取
り
込
ん
で

い
る
o
こ
れ
に
よ
り
､
こ
の

｢黄
精
｣
に
関
し
て
は
､
天
理
本
の

｢本
文
｣
｢抜
書
｣
双
方
と
同

一
詞
章
の
表

記
を
対
比
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
Q
そ
の
結
果
を
示
す
と
､
和
泉
家
古
本

｢抜
番
｣
と
天
理
本
と
の
間
で
､

次
の
よ
う
に
顕
著
な

一
致
が
認
め
ら
れ
る
｡

天
理
本

｢抜
番
｣
と
の
対
応
-
-

｢名
残
な
る
ら
ん
｣
｢極
楽
世
界
く
わ
し
盆
｣
｢草
木
国
土

至
心》
つ

か
い
成
傭
｣
｢最
後
の
有
様
｣
な
ど
の
筆
跡
が

一
致
｡

天
理
本

r本
文
｣
と
の
対
応
-
･･･
｢急
侯
程
に
｣
｢着
て
侯
｣
｢疎
外
｣
｢執
心
｣
な
ど
の
筆
跡
が

1
致
O

次
の
曲

｢牛
盗
人
｣
以
下
は
'
｢抜
書
｣
同
士
の
対
応
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
､
｢牛
盗
人
｣
で
言
え
ば
'
｢言

語
道
断
｣
｢草
葉
｣
｢御
内
謹
｣
｢殺
生
倫
盗
邪
淫
妄
語
飲
酒
｣
｢草
木
成
傭
｣
な
ど
の
語
句
に
関
し
て
筆
跡
の

一
致
が
指
摘
で
き
る
｡
｢き
ん

《
屋
》
｣
｢岩
橋
｣
の
場
合
も
同
様
で
あ
る

(こ

｡

前
稿
で

〔C
〕
の
表
記
の
特
色
と
し
た

｢御
｣
や

｢出
｣
の
字
形
は
'
実
は

〔C
〕
〔D
〕
に
共
通
し
て
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
｡

ま
た
'
｢や
｣
と

｢む
｣
の
字
形
の
う

ち
'
｢や
｣
を

(
守

)
の
よ
う
に
表
記
す
る
の
は
特
に

〔C
〕
で
目
立
ち
'
和
泉
家
古
本
で
は
通
常
の
字
形

を
と
っ
て
い
る
が
,
｢む
｣
を

八か

)
の
よ
う
に
表
記
す
る
例
は

〔D
〕
と
も
共
通
し
･
ま
た
,
和
泉
家
古

本
に
も
見
受
け
ら
れ
る

(例
､
r祢
宜
山
伏
｣
74
7
･
9
行
)o
な
お
'
和
泉
家
古
本
で
は
'
｢乃
｣
の
字
形
が

や
や
右
肩
下
が
り
の

(
つ
つ
)
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
目
に
つ
く
O

こ
れ
は
､
天
理
本
で
は

〔C
〕

ト

の距
1



で
は
目
立
た
ず
'
〔D
〕
に
お
い
て
は
共
通
の
字
形
が
見
ら
れ
る

(例
'
｢か
ち
栗
｣
下
2

02
オ
9
行
な
ど
).

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
へ
微
細
な
差
異
は
存
す
る
も
の
の
'
〔C
〕
と

〔D
〕､
さ
ら
に
は
和
泉
家
古
本

r抜
書
｣
の
筆
録
は
､
結
局
同

1
人
の
手
に
な
る
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
o

前
述
の
ご
と
く
､
和
泉
家
古
本
の
筆
録
者
は
､
三
代
元
信
道
甫
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
池
田
席

司
氏
が
､
古
典
文
庸
本

｢昆
布
売
｣
の
注
記
に
､

此
狂
言
､
道
意
本
ニ
ハ
大
名
シ
テ
ト
ア
リ
'
是
モ
然
ル
べ
シ
ト
道
甫
本
二
見
ユ

と
あ
り
､
そ
の
も
と
と
な
る
注
記
が
和
泉
家
古
本
に
'

此
狂
言
道
倉
本
ニ
ハ
大
名
シ
テ
ト
有

是
モ
然
べ
シ

(72
)

と
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
'
こ
の
道
甫
本
と
は
和
泉
家
古
本
を
指
す
も
の
だ
と
推
定
し
た
こ
と
に
基
づ
く

(8
)
｡
こ
の
推
定
に
よ
り
'
和
泉
家
古
本
の
書
写
年
代
は
､
元
信
が
家
督
を
相
続
し
た
承
応
二
年

二

六
五

三
)
以
降
､
没
年
の
元
禄
六
年

二

六
九
三
)
ま
で
の
間
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

(池
田

二

九
六
七
))｡

右
の
記
事
は
有
力
な
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
り
､
現
在
の
と
こ
ろ
'
和
泉
家
古
本
を
元
信
道
甫
に
よ
る
書

写
と
み
る
こ
と
に
対
す
る
反
論
は
特
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
天
理
本
を
受
け
継
い
で
内
容

･
せ
り
ふ
を
整

備
し
､
大
蔵
流
の
演
出
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も

｢中
世
的
狂
言
か
ら
近
世
的
狂
言
へ
の
過
渡
期
の
様
相
を
呈

し
て
い
る
｣
(池
田

八
一
九
六
七
)
七
二
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
和
泉
家
古
本
の
位
置
づ
け
と
し
て
(9
)
､
三
代
元

信
の
あ
た
り
を
想
定
す
る
の
は
'
き
わ
め
て
妥
当
な
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
｡

た
だ
し
'

一
つ
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
従
来
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
'
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
中
の

｢福
神
｣
(第

一
冊

･
五
)
に
'
次
の
よ
う
な

注
記
の
あ
る
こ
と
で
あ
る

(川
)｡

享
保
五
年
子
三
月
廿
五
日
御
能

御
婚
礼
ご
祝
義
二
出
ル
ト
云
事
去
ル
故
こ

い
で
く

此
つ
い
て
に
ト
諦
ヲ

い
ざ
く

此
つ
い
て
に
ト
直
シ
諦
也

(畠
○)

享
保
五
年

二

七
二
〇
)
は
､
元
信
が
没
し
た
元
禄
六
年

二

六
九
三
)
の
は
る
か
後
で
あ
り
'
も
し
も

こ
の
注
記
が
和
泉
家
古
本
全
体
の
も
の
と
同
筆
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
の
書
写
は
'
た
と
え
ば
元
信
の
次
の
代
'

す
な
わ
ち
四
代
元
知

(享
保
十
六
年

八
一
七
三
二

投
｡
法
号
道
純
)
あ
た
り
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
｡

和
泉
家
古
本
に
は
'
前
述
の
よ
う
に
最
終
曲

｢敬
神
｣
が
別
筆
に
よ
る
事
き
入
れ
で
あ
り
､
｢横
座
｣
｢牛

盗
人
｣
な
ど
数
カ
所
に
及
ぶ
貼
紙
の
筆
跡
は
や
は
り
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
観
点
か
ら
和
泉
家

古
本
の
当
該
記
事
の
筆
跡
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
'
分
量
が
少
な
く
断
言
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
､

｢御
｣
と

｢出
｣
の
字
形
は
､
和
泉
家
古
本
さ
ら
に
は

〔C
〕
〔D
〕
に
共
通
す
る
字
形
と
は
や
や
異
な
っ
て

い
る
｡
ま
た
'
｢に
｣
の
表
記
も
､
和
泉
家
古
本
で
は

(
L
J
V
の
よ
う
に
続
け
書
き
を
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
の
に
対
し
て
､
こ
の
箇
所
は

八
に

)
と
あ
り
､
別
筆
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い

(
｢敬
神
｣
の

｢御
｣
｢に
｣

1
66
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の
表
記
と

一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
)｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
書
き
入
れ
を
除
く
和
泉
家
古
本
の
筆
録

は
元
倍
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
り
､
必
然
的
に
'
天
理
本
の

〔C
〕
〔D
〕
〔E
〕
の
筆
錠
も

元
信
に
よ
る
も
の
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
て
く
る
と
'
天
理
本
の
主
た
る
筆
録
者
'
す
な
わ
ち

〔A
〕
〔B
〕
の
筆

録
者
は
､
二
代
元
永
道
意
と
す
る
よ
り
も
､
初
代
元
宜
道
仙
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡

元

永
が
足
掛
け
四
年
L
か
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ず
早
世
し
た
の
に
対
し
て
､
元
宜
は
､
通
算
す
れ
ば
三
十
数
年
､

再
勤
後
も
三
代
元
信
に
家
督
を
譲
る
ま
で
､
八
年
間
ほ
ど
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
Q
元
信
以
前
の
筆
録
者
は

一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
以
上
'
伝
書
を
筆
録
し
て
元
信
に
譲
り
渡
す
立
場
に
あ
っ
た
の
は
'
元
宜
以
外
に

考
え
ら
れ
な
い
(そ
も
そ
も
､
天
理
本
の
筆
録
者
と
し
て
最
終
的
に
三
代
元
信
が
加
わ
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
､

そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
い
て
､
初
代
元
宜
が

【C
〕
の
三
曲
ほ
ど
を
書
き
足
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
か
t
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
本
稿
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
)O
以
上
に
よ
り
､
〔A
〕
〔B
〕
の
筆
録

者
は
元
宜
と
推
定
し
て
お
く
｡

〔A
〕
の
筆
録
の
時
期
は
'
元
永
が
死
去
し
た
正
保
三
年

二

六
四
六
)
前
後
が
想
定
さ
れ
る
が
､
最
後

に
も
う

1
度
考
察
す
る
O
大
蔵
流
で
は
､
大
蔵
虎
明
本
の
筆
録
が
寛
永
十
九
年

二

六
四
二
)へ
そ
れ
に
虎
晴

が
家
の
証
本
と
し
て
奥
書
を
記
し
た
の
が
正
保
三
年
の
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
､
虎
晴
が
､
虎
明
の
異
母
弟
晴

虎
に
い
わ
ゆ
る
虎
晴
本
を
筆
録
さ
せ
た
の
が
､
正
保
四
年
の
こ
と
で
あ
る
O

和
泉
流
に
お
け
る
台
本
の
定
着

も
､
こ
の
大
蔵
流
の
台
本
定
着
の
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
頃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡

四

問
題
点
の
検
討

と
こ
ろ
で
へ
以
上
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
'
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
点
に

つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

1

上

･
九
十
六

｢政
頼
｣
の
注
記
に
つ
い
て
の
解
釈

1

大
蔵
弥
右
衛
門
ハ
'
犬
を
ば
い
だ
さ
ず
､
小
鬼
を

1
人
'
犬
に
な
す
と
'
被
申
侯
が
､
鳥
養
い
つ

ミ
ハ
､
さ
や
う
に
ハ
､
な
き
よ
し
､
た
ゞ
､
犬
を
よ
び
出
ス
と
'
申
候
よ
し
に
侯

(上
68
オ
)

田
口

二

九
八
七
)
で
は
､
｢-
と
申
侯
よ
し
に
候
｣
と
伝
聞
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
鳥
飼
和

泉
か
ら

一
代
以
上
離
れ
た
者
の
記
事
と
推
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
記
事
は
､
筆
録
者
が
鳥
飼
和
泉

(六

世
鳥
飼
和
泉
守
元
光
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
)
か
ら
､
(大
蔵
弥
右
衛
門
と
の
対
話
で
上
記
の
よ
う
に
述
べ
た
)

と
い
う
こ
と
を
直
談
と
し
て
聞
い
た
､
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

自
分
が
聞
い
た
事
柄
を

｢-

の
由
｣
と
伝
聞
の
形
で
表
す
の
は
ご
く
自
然
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
六
世
元
光
の
跡
を
継
い
だ
元
宜
の
記

録
と
み
る
こ
と
に
特
に
支
障
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

-
67
-



2

和
泉
家
古
本

｢昆
布
売
｣
の
記
事
に
つ
い
て

前
述
の
よ
う
に
'
和
泉
家
古
本

｢昆
布
売
｣
に
'
｢此
狂
言
'
道
意
本
ニ
ハ
大
名
シ
テ
ト
ア
リ
-
-
｣
と
あ

り
､
元
信
が
和
泉
家
古
本
を
筆
録
し
た
時
期
に
は

｢道
意
本
Lt
す
な
わ
ち
二
代
元
永
道
意
の
手
に
な
る
台
本

が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
｡
池
田

二

九
六
七
)
の
指
摘
以
来
'
問
題
と
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
｡

こ

れ
に
関
し
て
は
､
や
は
り
疑
問
が
残
る
が
､
天
理
本
に
は

｢大
名
シ
テ
｣
と
い
っ
た
注
記
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
'
天
理
本
と
は
別
に
'
元
永
道
意
も
台
本
を
筆
録
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
｡
天
理
本
が
単

な
る
書
写
本
で
な
い
こ
と
は
､
小
林

(
l
九
九
°
)
で
も
述
べ
た
o
初
代
元
宜
が
天
理
本
を
筆
録
す
る
際
に
'

た
と
え
二
代
元
永
に
よ
る
台
本
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
､
元
宜
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
そ
の
道
意
本
を

書
写
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
'
天
理
本
下
巻

･
百

｢木
実
論
｣
(〔D
〕
筆
)
に
､

＼
比
狂
言
ハ
昔
よ
り
六
歳
は
な
き
ナ
リ
､
大
方
右
之
通
と
聞

へ
し

(下
2
12
ウ
)

と
あ
り
､
天
理
本
以
前
に
お
い
て
す
で
に

｢六
歳
｣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
｡
和
泉
家
古

本

｢抜
番
｣
六
十
六

｢木
実
論
｣
に
'
｢此
狂
言
花
軍
ノ
間
也
｣
と
い
う
注
記
が
あ
り
､
お
そ
ら
く
間
狂
言
と

し
て
演
じ
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
t
r六
歳
｣
そ
の
も
の
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
O

実

際
､
r抜
書
｣
(天
理
本
で
は

｢抜
書
｣
百
十
七

｢木
の
実
の
あ
ら
そ
ひ
｣Q
〔A
〕
に
属
す
る
｡)
の
方
に
詳
し

い
せ
り
ふ
ま
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
下
巻

｢本
文
｣
に
は
､
元
信
が
'
念
の
た
め
に
六
義
を
書
き
加
え
た

も
の
で
あ
り
､
そ
の
た
め
に
簡
略
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

(和
泉
家
古
本
で
は
こ
の
曲
を
欠
く
)｡

こ
う
し
た
記
録
か
ら
す
れ
ば
､
天
理
本
の
ほ
か
に
､
当
時

｢道
意
本
｣
も
存
在
し
､
元
信
道
甫
は
天
理
本
と

と
も
に
､
そ
の
道
倉
本
を
も
参
照
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
'
山
脇
和
泉
家
に
お
け
る
伝
承
を
物
語
る
も
の
と
し
て
'
先
に
公
刊
さ
れ
た
七
代
山
脇
和
泉
元
薬

(天

明
二
年

二

七
八
二
V
I
嘉
永
三
年

二

八
五
〇
)
O
法
号
道
鮮
)
の
手
に
な
る

『
1
子
相
伝
之
秘
書
』
(雲

形
本
研
究
会
編
､
八
木
書
店
｡

一
九
九
八
)
に
お
け
る
次
の
記
事
も
注
目
さ
れ
る
｡

1

道
仙
様
､
御
代
ノ
､
御
古
物
ノ
趣
'
狂
言
ノ
､
極
意
ト
､
心
得
べ
シ
'
賓

二
面
自
キ
事
也
'
俳
､

時
代
ニ
ヨ
リ
'
ム
カ
ヌ
事
モ
有
､
是
モ
心
得
ア
ル
べ
シ

()38ペ
ー
ジ
)

雲
形
本
に
お
い
て
静
々
の
改
訂
を
行
っ
た
と
い
う
元
業
の
言
と
し
て
興
味
深
い
が
'
何
よ
り
も
こ
の
記
事

は
､
山
脇
和
泉
家
に
お
け
る
伝
書
の
祖
本
と
し
て
､
元
宜
道
仙
の
台
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
O

天
理
本
に

r
l
J
(和
泉
家
古
本
に

｢二
｣)
と
い
う
保
管
番
号
が
付
し
て
あ
る

と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
､
元
業
の
い
う

｢道
仙
様
御
代
ノ
御
書
物
｣
と
は
､
他
な
ら
ぬ
天
理
本
を
さ
す
も

の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
雲
形
本
に
お
い
て
､
和
泉
家
古
本
を

｢道
甫
本
｣
と
呼
ん
で
い
る
の
と
ま
さ
に

照
応
す
る
も
の
で
あ
る
｡

3

下

･
八
十
五

｢箕
か
づ
き
｣
の
注
記
に
つ
い
て

-
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-



天
理
本
下
巻

･
八
十
五

｢箕
か
づ
き
｣
(表
記
は

｢箕
か
つ
き
｣
ま
た
､
｢抜
書
｣
九
十
七
で
は

｢三
日
月
｣)

の
曲
名
の
下
に
あ
る
次
の
注
記
､
特
に
そ
の

｢聞
書
｣
の
存
在
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

四
季
ノ
発
句
ワ
キ
聞
書
二
番
付
置
也

]L;an

此
狂
言
二
束
買
官
ノ
古
事
云
事
有
足
モ
開
音
二
番
匿
也

(下
17
5
ウ
)

こ
の
注
記
に
よ
れ
ば
､
天
理
本
に
は

｢開
音
｣
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

天
理
本
の

｢抜

番
｣
に
は
'
四
季
の
発
句

･
脇
も
､
ま
た

r先
買
臣
の
古
事
｣
も
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
t
l三

に
い
う

｢聞

香
｣
は
､
｢抜
書
｣
と
は
明
ら
か
に
別
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
先
の

｢昆
布
売
｣
の
注
記
も
､
あ
る
い
は

｢聞
書
｣
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
か
､
と
い
う
推
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
下

･
八
十
五
は

〔A
〕
の
筆
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
右
の
注
記
は
別
筆
に
よ

る
書
き
入
れ
で
あ
る
｡

墨
の
色
も
濃
く
､
｢四
｣
の
字
形
に
注
目
す
る
と
二

や

)
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
｡
〔A
=

B
〕
に
お
い
て
は
､
r四
｣
は
常
に

(
ザ

=

や

)
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
'
ま
ず
例
外

を
見
な
い
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
〔A
〕
の
筆
録
者
､
す
な
わ
ち
元
宜
の
代
に
お
い
て

｢聞
書
｣
が
存
在

し
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
で
は
､
こ
の
書
き
入
れ
は
三
代
元
信
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
判
断
は
つ
き
に
く
い
が
､
｢四
｣

の
字
形
に
関
す
る
限
り
'
〔C
〕
以
下
､
及
び
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
｡
｢聞
｣
の

字
形
な
ど
に
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
｡

一
見
し
た
印
象
は
異
な
る
が
､
注
記
と
い
う
性
質
上
､
漢
字
片
仮

名
表
記
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
､
〔C
〕
以
下
を
筆
録
し
た
元
信
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
｡
注
目
す
べ
き
は
､
和
泉
家
古
本

(四
･
十
三

｢箕
被
｣)
に
お
い
て
も
同
じ
注
記
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
元
信
は
自
ら
の
手
に
よ
る

｢聞
番
｣
を
作
っ
た
た
わ
け
で
あ
る
が
へ
そ
れ

に
関
す
る
注
記
を
､
和
泉
家
古
本
の
み
で
な
く
､
天
理
本
の
'
先
代
が
筆
録
し
た
曲
に
ま
で
行
っ
て
い
る
点
'

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

ち
な
み
に
､
六
義
の

｢本
文
｣
と

｢抜
番
｣
と
を
区
別
し
な
く
な
っ
た
雲
形
本
で
は
'
四
季
の
発
句

･
脇
､

｢朱
買
臣
の
古
事
｣
を
と
も
に
載
せ
､
次
の
よ
う
に
記
す

(弟
子
家
本
と
い
う
波
形
本
で
は
'
四
季
の
句
は

あ
る
が
'
｢朱
買
臣
の
古
事
｣
は
織
っ
て
い
な
い
)0

＼
此
狂
言
こ
､
比
朱
買
臣
ノ
､
古
事
ヲ
､
語
草
'
イ
ツ
ノ
コ
ロ
ヨ
リ
カ
'
奥
義
ニ
､
ナ
リ
来
り
､
大
事

ニ
テ
'

!
通
ノ
者
ニ
ハ
､
勤
サ
セ
ヌ
也

(雲
形
本

･
箕
被

へ第
十
三
冊

･
四
)
)

元
宜
の
代
に
お
い
て
は
､
ま
だ

｢奥
義
｣
と
し
て
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(な
お
'
雲

形
本
の
筆
録
者
元
業
は
'
多
数
の

｢聞
番
｣
を
作
成
し
'
前
掲
の

『
一
子
相
伝
之
秘
書
』
は
'
解
説
に
よ
る

と
､
そ
の

｢開
音
｣
を
も
と
に
取
捨
し
て
作
成
し
た
も
の
と
い
う
)0

以
上
'
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
､
検
討
し
た
｡
最
後
に
'
〔C
〕
と

〔
D
〕
と
の
相
違
点
'
ま
た
'

=

3
3や

1



和
泉
家
古
本
の
筆
録
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
｡

天
理
本
に
お
け
る

〔C
〕
と

〔D
〕
と
の
相
違
は
'
〔A
〕
と

〔B
〕
の
場
合
と
同
様
'
書
写
の
時
期
等
の

相
違
に
よ
る
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
O

そ
れ
は
､
〔C
〕
の
範
囲
の
曲
を
和
泉
家
古
本
と
比
較
し
て
み
て
も
知

ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
天
理
本

･
下

･
九
十
三

｢き
ん

《
や
》｣
(禁
野
)
を
和
泉
家
古
本
の
詞
章
と
比
較
す

る
と
､
次
の
よ
う
に
か
な
り
の
異
同
が
見
ら
れ
る

(〔C
〕
の
最
初
の
曲

｢黄
椿
｣
は
和
泉
家
古
本
の
六
義

｢本

文
｣
で
は
欠
け
て
い
る
)0

○
天
理
本

･
下

･
九
十
三

｢き
ん

《や
》
｣

し
て
＼
大
名
弓
矢
を
持
テ
出
る
･今
日
ハ
天
気
よ
う
御
さ
る
程
に
･野
あ
そ
ひ
に
参
･似
合
物
も
あ
ら
《
パ
》

ね
ら
わ
う
ト
云
テ
出
る
シ
カ
シ
カ
有
(〓
)

大
か
た
腐
つ
ふ
て
ノ
心

･
似
合
物
あ
ら
ハ
此
弓
を
も
た
せ
た

●
●

い
草
L
や
ト
云

ア
ト
＼
急
の
使
に
仕
る
ト
橋
カ
､
リ
テ
名
乗

し
て
＼
言
葉
を
か
く
る

ア
ト
＼
何
事~

で
御
ざ
る
そ
ト
云

し
て
＼
其
方
ハ
ど
れ
か
ら
ど
れ

へ
お
り
や
ル
人
ソ
ト
云

ア
ト
＼
急
の
使
に
仕
る

玩
白c

ト
云

昆

布
封
ノ
心
也

(下
)9
9
オ
)

○
和
泉
家
古
本

二

l
･
十
七

｢金
谷
｣

し
て
＼
大
名

･
弓
矢
ヲ
持
テ
出
ル
･
か
た
の
こ
と
く
も
い
て
L
や
ト
云
テ

･
野
遊
二
行
シ
カ
シ
カ

席
ツ

プ
チ
ノ
心
也
･
に
あ
わ
し
い
者
も
と
を
ら
は
比
弓
を
も
た
せ
た
い
ト
云
内
ニ

ア
ト
＼
出
テ
･
橘
カ
ー
リ

l〓
丁
名
乗

･
急
の
任
に
参
る
ト
云
テ
出
ル
･
比
類
同
シ
シ
カ
シ
カ

し
て
＼
詞
ヲ
カ
タ
ル

ア
ト
＼
こ
な
た

の
お
事
か
ト
云

し
て
＼
と
れ
か
ら
と
れ
へ
行
人
ソ
ト
云

ア
ト
＼
急
の
任
に
参
る
ト
云

し
て
＼
身
共

も
い
そ
く
･
つ
れ
た
と
う
ト
云
･
昆
布
売
ノ
心
也

(『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成

第
四
巻

狂
言
』
八三

1
音
房
)
7
)
〔傍
点

･
傍
線
'
筆
者
〕

天
理
本
で
'
｢急
の
使
に
仕
る
｣
と
あ
る
二
箇
所
は
､
｢仕
る
｣
を

｢参
る
｣
の
つ
も
り
で
使
用
し
た
誤
記

だ
と
思
わ
れ
る
が
､
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
は

｢参
る
｣
に
訂
正
さ
れ
て
い
る

(C._)
ま
た
'
和
泉
家
古
本
に

お
い
て
､
天
理
本
の
記
述
を
よ
り
整
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
次
の
曲

｢岩
楠
｣
の
場

合
も
､
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
部
分
的
な
訂
正
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
種
々
見
受
け
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
〔D
〕
の
範
囲
の
曲
に
お
い
て
は
､
-
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
は
'
山
伏
狂
言
な
ど
を
含
む

と
み
ら
れ
る
第
二
冊
が
欠
冊
に
な
っ
て
い
る
た
め
'
｢蟹
山
伏
｣
｢土
産
山
伏
｣
｢茸
｣
｢輪
牛
｣
(及
び
｢木
実

論
｣
も
)
の
各
曲
が
対
比
で
き
な
い
が
､
I

下
･
九
十
五

rか
ち
栗
｣
(和
泉
家
古
本
二

･
十
四

r僻
栗
｣)､

百

1

rい
ぐ
ゐ
｣
(和
泉
家
古
本

･
四

･
二
十
二

｢井
杭
｣)
の
綱
車
を
比
較
す
る
と
'
微
細
な
異
同
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
'
和
泉
家
古
本
と
ほ
と
ん
ど

1
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
は
､
【C
〕
の
箇
所
の
筆
録
が

-
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若
年
の
と
き
の
も
の
で
あ
り
､
和
泉
家
古
本
の
段
階
で
そ
れ
を
手
直
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て

(I3
)､
〔D
〕
の
範
囲
の
曲
は
和
泉
家
古
本
の
筆
録
時
期
と
大
き
く
隔
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
C
〔E
〕
の

｢祢
宜
山
伏
｣
に
至
っ
て
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
天
理
本

･
和
泉
家
古
本

と
も
に
､
最
後
に
元
信
が
追
加
筆
録
し
た
も
の
と
み
ら
れ
､
そ
の
詞
章
は
ほ
と
ん
ど
同

l
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
前
稿
で
問
題
と
し
た
仮
名

｢を
｣
の
字
形
に
つ
い
て
'
改
め
て
考
え
て
み
た
い
C
田
口

二

九

九
五
)
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
〔C
〕
で
は
､
rを
｣
は

八一㌢

)
(以
下
'
妄

α
)
と
記
す
)
の

よ
う
な
行
書
体
で
よ
く
見
ら
れ
る
字
形

(た
だ
し
'
右
方
向
へ
の
筆
の
突
き
出
し
に
は
や
や
特
徴
が
あ
る
)

を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
〔D
〕
筆
に
お
い
て
は
､
常
に

(ノ
官

(以
下
､
八を

且
)
の
よ
う
な
現
行

の
活
字
体
に
似
た
字
形
で
筆
記
し
て
い
る
｡
元
信
筆
の
あ
る
時
期
か
ら
の
特
徴
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
tJ
と

こ
ろ
が
､
天
理
本
の
最
終
曲

｢祢
宜
山
伏
｣
の
場
合
､
｢本
文
｣
で
は

(を

α
)
と

八を
β
)
と
を
混
用
し
､

｢抜
書
｣
で
は
二
箇
所
に
使
用
し
て
い
る

｢を
｣
は

(を

α
)
の
字
形
を
用
い
て
い
る
｡

一
方
へ
和
泉
家
古

本

｢抜
番
｣
の
場
合
は
'
〔D
〕
と

l
致
す
る
曲
を
も
含
め
て
'
全
体
的
に

八を

α
)
に
属
す
る
字
形
が
用
い

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
元
信
の
筆
に
か
か
る
最
終
曲

｢祢
宜
山
伏
｣
に
お
い
て
は
､
｢を
｣
の
二
箇

所
と
も
に

八を
β
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
点
を
考
え
る
と
､
｢祢
宜
山
伏
｣
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
､
元
信
の
台
本
筆
録
の
過
程
を
考
え
て
み
た

方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
C
そ
う
す
る
と
'
基
本
的
に
､

Ⅰ

若
年
時
に
天
理
本

〔C
〕
を
筆
録

(八を

α
)
の
使
用
)

Ⅲ

の
ち
に

〔D
〕
を
筆
録

二
を
β
)
の
使
用
)

Ⅲ

和
泉
家
古
本
を
筆
録

(
八を

α
)
の
使
用
)

の
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
あ
と
に
'

Ⅳ
天
理
本

･
和
泉
家
古
本
そ
れ
ぞ
れ
に

｢祢
宜
山
伏
J
を
追
加
筆
録

二
を

α
)
と

八を
β
)
を
混
用
)

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

た
だ
し
'
Ⅲ
と

mに
関
し
て
言
え
ば
､
こ
の
ま
ま
だ
と
､

一
時
期
用
い
て
い
た

八を
β
)
の
字
形
を
あ
る

時
期
か
ら
用
い
な
く
な
り
､
後
年
ま
た
そ
の
字
形
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
O
こ
れ
は
や
や
不

自
然
で
あ
ろ
う
O
常
識
に
反
す
る
が
'
実
は
､
Ⅲ
の
筆
録
の
方
が
先
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
O
元
信
は
､
和

泉
家
古
本
を
筆
録
し
た
際
､
そ
t;tも
と
と
な
る
天
理
本
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
曲
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
.i

そ
こ
で
'
そ
れ
ら
の
曲
を
和
泉
家
古
本
に
筆
録
L
t
の
ち
に
天
理
本
に
も
書
き
留
め
て
お
く
必
要
を
感
じ
て

追
加
筆
録
し
た
｡
こ
れ
が

〔D
〕
に
あ
た
る
｡
こ
の
時
期
に

八を
β
)
を
用
い
る
筆
癖
が
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
｡
最
後
に

｢祢
宜
山
伏
｣
を
書
き
加
え
た
の
で
あ
る
が
'
和
泉
家
古
本
の

｢抜
書
｣
に
筆
録
し
た

時
期
に
は
､
い
ま
だ

八を

且
を
使
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
､
天
理
本

｢本
文
｣
に
追
加
し
た
頃
に
は
､
八を

α
)
と

八を
β
)
の
字
形
が
ゆ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
G
そ
し
て
天
理
本

｢抜
書
｣
に
筆
録
し
た
頃
に
は
､
も

は
や

八を
β
)
の
字
形
を
用
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

=
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
前
述
し
た

｢抜
暮
し
の
最
後
の
数
曲

(天
理
本
で
は
百
四
十
七

｢見

《
須
》
聞

《
須
》｣
以
下
)
が
､
天
理
本
と
和
泉
家
古
本
と
で
重
な
っ
て
い
る
理
由

(た
だ
し
'
和
泉
家
古
本
で
は

八を

α
)
､
天
理
本
で
は

八を

且

を
使
用
)
も
説
明
可
能
と
な
る
｡

も
し
も
天
理
本

〔D
〕
の
方
を
先
に
筆
録
し

て
い
た
と
す
れ
ば
'
和
泉
家
古
本
に
お
い
て
は
'
曲
順
は

｢本
文
｣
と
同
様
あ
る
程
度
内
容
別
に
整
理
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
た
と
え
ば

｢土
産
山
伏
｣
な
ど
は
'
第

1
冊
目
､
山
伏
狂
言
の
類
の
と
こ
ろ
に
収

め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
'
和
泉
家
古
本
の
筆
録
の
方
が
先

(
八を

α
)
を
使

用
の
時
期
)
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
Q
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
､
こ
れ
ま
で
の
疑
問
も
氷
解
す
る
こ
と

に
な
る
｡

最
後
に
､
天
理
本

｢抜
書
｣
の
目
録
の
書
写
者
に
つ
い
て
一
言
す
る
｡
｢抜
番
｣
の
冒
頭
か
ら
百
二
十
五

｢臆

庖
丁
｣
ま
で
に
関
し
て
､
目
録
に
お
け
る
曲
名
の
筆
跡
は

〔A
〕
筆
と
は
異
な
り
､
ま
た
､
他
の
ど
の
筆
跡

と
も

一
致
し
な
い
｡
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
'
｢連
歌
｣
な
ど
の

｢連
｣
を
す
べ
て

｢蓮
｣
と
誤
記
す
る

よ
う
な
点
は
他
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
前
稿
で

〔Ⅹ
〕
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
目
録

は
'
続
く
百
二
十
六

｢太
子
手
鉾
｣
が

〔A
〕
の
筆

(こ
の
あ
た
り
に
一
時
書
写
の
中
断
が
あ
っ
た
も
の
セ

想
定
さ
れ
る
)'
百
二
十
七

｢お
冷
｣
以
下
が

〔B
〕
の
輩
と
な
り
､
そ
れ
ぞ
れ

｢抜
書
｣
の
筆
録
者
自
身
が

目
録
の
曲
名
を
も
書
き
記
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の

〔Ⅹ
〕
は
､
〔A
〕
の
筆
録
者
元
宜
道
仙
が
､
だ

れ
か
に
命
じ
て
書
か
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

〔Ⅹ
〕
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
は
こ
れ
以
上
な
く
､
内
部
徴
証
か
ら
そ
の
書
写
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
｡
た
だ
､
『
一
子
相
伝
之
秘
書
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
家
伝
の
書
と
い
う
性
格
を
考
え
る
と
'
元
宜

が
'
重
要
な

｢抜
事
｣
の
目
録
を
弟
子
に
書
か
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の

〔Ⅹ
〕
を
任
さ

れ
て
書
い
た
人
物
と
し
て
浮
か
ぶ
の
は
､
二
代
元
永
道
意
以
外
に
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O

想
像
に
す
ぎ
な
い
が
､
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
〔A
〕
の
部
分
を
筆
録
し
た
元
宜
は
'
そ

の
段
階
で
伝
書
を
二
代
元
永
に
譲
り
渡
し
た
｡
元
永
は
'
た
ま
た
ま
未
作
成
だ
っ
た

｢抜
番
｣
の
日
録
を
書

写
し
た

(そ
の
後
､
天
理
本
と
は
別
に
道
意
本
を
筆
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
)
O

と
こ
ろ
が
'
元
永
は
早
世
す

る
｡
そ
の
の
ち
再
勤
し
た
元
宜
が
､
〔B
〕
の
曲
を
追
加
筆
録
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
〔A
〕

と

〔B
〕
と
の
筆
跡

･
用
字
の
相
違
へ
ま
た
､
用
語
の
選
択
に
お
け
る
規
範
意
織
の
変
動
も
納
得
が
い
く
｡

と
す
れ
ば
､
天
理
本

〔A
〕
の
筆
録
開
始
時
期
は
､
元
宜
が
家
督
を
譲
る
寛
永
二
十
年

二

六
四
三
)
を
少

し
さ
か
の
ぼ
る
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
想
像
が
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
0

五

お
わ
り
に

以
上
､
筆
跡
の
検
討
､
特
に
和
泉
家
古
本
と
の
比
較
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
｡
同
筆
か

別
筆
か
と
い
う
筆
跡
の
認
定
に
は
困
難
さ
が
伴
い
､
主
観
も
か
か
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
､
少
な
く
と
も

L
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天
理
本
の

〔C
〕
以
下
と
和
泉
家
古
本

｢抜
書
｣
と
の
筆
跡
の
一
致
等
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
影
印
に

よ
っ
て
検
証
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

本
稿
は
'
田
口
和
夫
氏
の
論
を
批
判
す
る
よ
う
な
形
を

と
っ
て
い
る
が
'
む
し
ろ
田
口
氏
の
指
摘
を
契
機
と
し
て
'
筆
者
自
身
の
前
稿
の
結
論
を
見
直
し
'
訂
正
し

た
も
の
で
あ
る
｡

最
後
に
述
べ
た

｢抜
番
｣
の
目
録
の
作
成
者
を
め
ぐ
つ
て
の
推
察
な
ど
は
'
勿
論
論
証
に
は
な
っ
て
い
な

い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
｡
具
体
的
な
人
物
の
引
き
当
て
に
関
し
て
は
'
推
測
が
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

た
だ
､
こ
こ
で
は
､
字
形

･
筆
跡
の
検
討
と
狂
言
史
的
な
事
実
と
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た

結
論
を
､
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
提
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
｡

言
語
資
料
と
し
て
天
理
本
を
扱
う
際
に
は
､
や
は
り
'
【A
〕
か
ら

〔D
〕
に
か
け
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
跡

の
相
違
が
､
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
的
な
相
違
を
伴
う
こ
と
に
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
り
'
そ
れ
ら
の
区
別
は
､

や
は
り
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
'
和
泉
家
古
本
に
関
し
て
は
'
｢抜
書
｣
影
印
の
み
に
よ
る
判
断
で
あ
り
､
｢本
文
｣
に
関
し
て
は
翻

刻
に
よ
っ
た
た
め
の
限
界
が
あ
る
｡

和
泉
流
宗
家
に
蔵
さ
れ
る
と
い
う
原
本
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
､

ま
た
新
た
な
発
見
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

今
後
の
課
題
と
し
た
い
O

注
(1
)
台
本
の
書
写
が
単
な
る
転
写
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に

｢筆
録
｣
と
す
る
｡
た
だ
し
'
誤
解
の

な
い
範
囲
で
､
｢書
写
｣
と
す
る
場
合
も
あ
る
｡

(2
)
小
林

二

九
九
〇
)
に
お
い
て
は
､
〔A
〕
〔B
〕
に
あ
た
る
箇
所
と
下

･
百
三
十
三
以
下

(こ
の
時

点
で
は

〔C
〕
と

〔D
〕
と
を
区
別
し
て
い
な
い
)
の
別
を
指
摘
し
な
が
ら
も
､
別
人
の
手
に
よ
る

も
の
か
ど
う
か
は
､
判
断
を
保
留
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
橋
本
朝
生
氏
は
､
〔C
〕
以
下
の
部
分

が

｢明
ら
か
に
字
体
そ
の
も
の
が
相
違
す
る
｣
(橋
本

二

九
九
三
ご

と
述
べ
て
い
る
｡

(3
)
山
脇
和
泉
元
菓
筆

｢狂
言
由
緒
略
書
｣へ
｢代
々
勤
番
之
覚
｣
(『
狂
言
辞
典

資
料
編
』
所
収
)
の
ほ

か
､
関
屋
俊
彦

二

九
九
四
)
､
田
口

二

九
九
五
)
な
ど
に
よ
る
｡

(4
)
没
年
は
関
屋

二

九
九
四
)
に
引
く

『尚
嗣
公
記
』
の
記
事
に
よ
る
｡

一狂
言
由
緒
略
書
｣
な
ど
に

よ
り
､
従
来
は
正
保
二
年
没
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡

(5
)

｢愛
啓
｣
は
正
し
く
は

｢哀
懸
｣｡
こ
の
表
記
の
点
で
も
共
通
し
て
い
る
｡

(6
)

田
口

二

九
九
五
)
で
も
'
こ
の

｢抜
昔
｣
の

〔E
〕
に
つ
い
て
は
､
｢書
写
時
期
を
異
に
し
た
D

筆
の
可
能
性
も
あ
る
.
｣
と
し
て
い
る
｡

(7
)
和
泉
家
古
本

r抜
書
｣
中
の

｢牛
盗
人
｣
な
ど
に
見
ら
れ
る
貼
紙
の
文
字
は
明
ら
か
に
別
筆
o
後
人

の
手
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

(8
)
古
典
文
庫
本
は
'
七
代
山
脇
和
泉
元
業
の
書
写
に
か
か
る
雲
形
本
の
転
写
本
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
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雲
形
本
の
写
真

(小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
編
集
重
蔵
)
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
､
た
し
か
に
'

此
狂
言
道
倉
本
ニ
ハ
大
名
シ
テ
ト
有

是
モ
然
べ
シ
ト
道
甫
本
二
有
之

(第
六
冊

｢昆
布
売
｣)

と
あ
り
､
元
業
の
注
記
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

(趣
旨
は
同

一
な
が
ら
､
最
後
の
箇
所

｢有
之
｣

が
古
典
文
庫
本
で

｢見
ユ
｣
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
､
注
意
が
必
要
で
あ
る
)｡
な
お
'
和
泉
家
古
本

で
は
､
こ
の

｢昆
布
売
｣
の
シ
テ
は
昆
布
売
り
'
大
名
を
ア
ド
と
し
て
お
り
､
｢道
意
本
｣
と
は
異
な

っ
て
い
る
O
と
こ
ろ
が
へ
雲
形
本
で
は
､
｢道
意
本
｣
と
同
じ
く
大
名
を
シ
テ
と
し
て
お
り
､
注
記
を

付
し
た
の
は
単
に
和
泉
家
古
本
の
記
事
を
紹
介
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

(9
)
和
泉
家
古
本
の
言
語
的
様
相
に
つ
い
て
は
､
大
食

二

九
九
三
)'
小
林

(
一
九
九
三

a
)
な
ど
参
照
O

(川
)
蜂
谷
清
人
氏
は
､
狂
言
の
忌
み
こ
と
ば
を
問
題
と
し
た
中
で
こ
の
注
記
に
触
れ
､
｢
こ
の
記
事
は
あ

る
い
は
和
泉
家
古
本
の
成
立
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
｣
(蜂
谷

二

九
九
八
)

四
八
二
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
て
い
る
｡

(‖
)
｢有
｣
の
箇
所
'
北
原
保
雄

･
小
林
賢
次

『
狂
言
六
義
金
注
』
(勉
誠
杜
､

一
九
九

二

の
翻
刻
で
は

｢ナ
同
｣
と
読
ん
だ
が
'
意
味
不
明
で
あ
っ
た
｡
北
川
忠
彦
他

『
天
理
本
狂
言
六
義

(上
巻

･
下

巻
)』
(三
弥
井
書
店
､

一
九
九
四

･
九
五
)
の
翻
刻
に
従
い
､
｢有
｣
と
判
読
し
て
お
く
｡

●

(
t2
)
｢昆
布
｣
を

(昆
布
)
と
表
記
す
る
の
は
和
泉
家
古
本
の

｢抜
書
｣
二

･
二
十
九
)
で
も
同
様
で
あ

る
｡
和
泉
家
古
本
の

｢本
文
｣
に
つ
い
て
は
'
翻
刻
に
よ
っ
て
い
る
た
め
'
表
記
に
つ
い
て
は
確
認

で
き
て
い
な
い
｡

■

(
13
)
天
理
本

｢抜
書
｣
の

｢牛
盗
人
｣
〔C
〕
で
､
｢商
買
｣
(抜
書
94
ウ
)
と
誤
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る

部
分
が
､
和
泉
家
古
本
で
は

｢南
東
｣
と
正
し
く
表
記
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
｡
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狂
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収
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狂
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狂
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狂
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