
寛
永
整
版
本

『
竹
藤
』

に
増
補
さ
れ
た
播
磨
侍
の
挿
話
に
つ
い
て

、i
円
、

4ys 
本

健

一
、
は
じ
め
に

大
正
六
年
に
「
近
代
小
説
史
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
藤
間
作
太
郎
氏
の
東
京
帝
国
大
学
で
の
講
義
の
遺
稿
に
、
仮
名
草
子
「
竹
粛
』
の
解
説

が
あ
る
。
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人
え
篇
滑
稽
を
主
と
し
、
所
々
に
狂
歌
を
入
れ
た
り
。
是
に
よ
り
て
当
時
狂
歌
の
流
行
せ
し
を
知
る
べ
し
。
:
:
:
さ
て
此
の
物
語
は
京
都
よ

り
江
戸
に
下
り
し
案
内
記
な
れ
ど
も
、
地
理
の
事
は
客
に
し
て
、
む
し
ろ
小
説
寓
一
一
一
一
口
を
主
と
せ
り
。
中
に
某
上
人
の
説
法
の
滑
稽
、
竹
粛

が
療
治
の
失
敗
、
な
ど
の
事
あ
り
。
向
じ
く
滑
稽
に
で
も
雷
時
の
理
窟
張
り
た
る
滑
稽
を
見
る
べ
し
。
此
の
書
頗
る
行
は
れ
た
り
と
見
え
、

種
々
模
倣
の
書
出
で
、
:
:
:
遂
に
は
竹
蘇
も
歴
史
的
人
物
と
な
り
て
百
蕉
の
狂
句
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
「
木
枯
の
身
は
竹
粛
に
似
た
る

か
な
」
の
吟
を
見
る
に
至
れ
り
。

一
部
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
仮
名
草
子
の
概
観
が
殆
ど
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
加
え
る
。
近
世
初
期
に
成
立
し
、

や
ぷ
く
す
し

大
変
な
人
気
を
関
し
た
こ
の
作
品
に
は
、
薮
敵
国
師
の
滑
稽
な
旅
と
共
に
当
時
の
世
相
も
生
き
生
き
と
識
か
れ
て
お
り
、
多
く
の
研
究
者
の
興
味

も
惹
き
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
何
に
人
気
の
高
い
作
品
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
研
究
の
進
展
は
や
は
り
段
階
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
昭
和
国
十
九
年
に
鈴
木
亨
氏
は
、
「
「
竹
斎
い
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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は
仮
名
草
子
研
究
史
の
初
期
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
作
品
で
、
未
開
拓
な
分
野
の
多
い
仮
名
草
子
の
研
究
の
中
で
は
、
著
し

く
解
明
の
進
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
醤
誌
的
研
究
、
註
釈
、
作
者
及
び
成
立
時
期
の
考
定
な
ど
、
最
近
の
成
果
は
殊
に
呂
ざ
ま
し

い
。
し
か
し
そ
の
恵
ま
れ
た
条
件
に
も
拘
ら
ず
、
作
品
そ
の
も
の
の
研
究
は
捗
々
し
い
進
展
を
遂
げ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

仮
名
草
子
の
名
作
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
日
品
在
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
、
は
っ
き

り
と
し
た
見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
あ
る
一
つ
の
論
点
が
そ
の
研
究
に
確
か
な
動
き
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
古
活
字
版
本
と
寛
永
整
版
本
の
本
文
異
同
の
問
題
で
あ
っ
た
。
寛
永
整
版
本
は
、
本
文
に
少
な
か
ら
ず
手
を
加
え
ら

れ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
は
成
立
時
期
の
考
定
な
ど
に
お
い
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
改
訂
に
は
、
本
文
全
体
の
意
義
を
関
わ
ず
に
看
過
す
る
に
は
忍
び
な
い
内
容
と
分
量
を
も
っ
不
可
解
な
増
補
も
含
ま
れ
て
お
り
、
研
究
が

待
た
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
六
年
に
は
朝
倉
治
彦
氏
に
よ
っ
て
対
校
艇
も
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
具
体
的

な
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
文
の
改
訂
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
取
り
も
査
さ
ず
こ
の

作
品
の
存
在
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
後
の
論
考
の
多
く
が
、
吋
竹
藤
」
そ
の
も
の
が
も
っ
役
割
と
作
者
の

意
図
と
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
先
行
研
究
の
本
流
に
沿
っ
て
、
『
竹
蔚
」
の
根
本
的
な
構
想
を
読
み
解
く
こ
と
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
寛
永
整
版
本
に
施
さ
れ
た

本
文
の
増
補
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
に
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

発
想
、
〈
同
じ
く
滑
稽
に
で
も
嘗
時
の
理
窟
張
り
た
る
滑
稽
を
見
る
べ
し
〉
と
い
う
前
掲
の
藤
将
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

二
、
挿
話
を
め
ぐ
る
先
行
論

患
者
も
寄
り
付
か
な
い
貧
し
い
生
、
活
に
愛
想
を
尽
か
し
、
旅
に
出
る
こ
と
を
決
意
し
た
薮
欝
師
の
竹
粛
は
、
先
ず
、
都
を
克
納
め
る
京
内
参

り
へ
と
出
掛
け
る
。
由
緒
あ
る
寺
社
仏
関
や
人
々
の
享
楽
の
有
り
様
を
一
通
り
銚
め
、
帰
宅
し
よ
う
と
し
た
そ
の
と
き
に
、
彼
は
黒
谷
で
の
切

援
に
ま
つ
わ
る
噂
話
を
聞
き
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
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古
活
字
版
本
と
寛
永
整
版
本
の
本
文
異
同
の
開
題
と
し
て
最
も
注
目
を
集
め
た
の
は
、
こ
の
噂
話
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
噂
話
は
寛
永
整
版

本
に
な
っ
て
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
長
さ
が
、
挿
絵
を
含
め
る
と
寛
永
整
版
本
全
体
の
西
分
の
一
に
も
な
る
二
十
丁
に
及
ぶ

上
、
そ
の
内
容
も
、
竹
粛
と
無
関
係
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
何
と
も
不
可
解
な
変
更
笛
所
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
部
分
で
あ

ず

Q
oそ

れ
は
、
薬
師
参
り
で
出
会
っ
た
若
衆
を
見
初
め
た
播
謄
侍
の
話
で
あ
っ
た
。
気
持
ち
を
押
さ
え
切
れ
ず
に
手
紙
を
送
り
、
怒
い
を
募
ら
せ

て
い
た
あ
る
晩
、
こ
の
侍
の
宿
に
そ
の
若
衆
が
訪
れ
る
。
感
激
し
て
愛
情
を
語
り
、
幸
せ
な
一
夜
を
過
ご
す
が
、
そ
の
若
衆
は
主
人
が
い
る
身

な
の
で
二
度
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
た
。
月
日
は
流
れ
、
侍
は
寂
し
い
思
い
に
耐
え
て
い
た
が
、
そ
こ
に
届
い
た
印
刷
の
便
り
は
、
若

衆
の
病
死
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
衝
撃
を
受
け
、
嘆
き
悲
し
ん
だ
侍
が
考
え
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

:
や
が
て
後
よ
り
御
伴
し
て
、
三
途
の
川
に
て
追
付
き
て
、
御
巨
に
懸
り
申
さ
ん
と
、
落
つ
る
涙
を
押
し
止
め
、
自
害
を
せ
ん
と
患
ひ

し
が
、
待
て
し
ば
し
我
が
心
、
君
亡
く
な
ら
せ
給
ひ
た
る
御
墓
所
へ
参
り
つ
へ
七
日
の
内
は
御
排
を
弔
ひ
申
、
そ
の
上
と
思
ひ
定
め
て
、

・
・
黒
谷
指
し
て
参
り
け
り
。
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若
衆
が
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
黒
谷
へ
来
て
、
そ
の
葉
一
を
見
つ
け
た
侍
は
、
世
の
無
常
を
感
じ
な
が
ら
七
日
間
の
弔
い
を
始
め
る
。
し
か
し
、

よ
う
や
く
迎
え
た
切
腹
の
当
日
、
侍
の
も
と
に
寄
親
が
駆
け
つ
け
て
来
た
こ
と
で
事
態
は
急
変
す
る
。
事
情
を
耳
に
し
た
彼
ら
の
主
人
が
、

〈
天
下
の
恐
れ
、
世
の
問
え
〉
の
た
め
に
切
腹
を
禁
じ
、
そ
れ
に
背
け
ば
親
類
一
問
、
寄
親
ま
で
を
も
死
罪
と
す
る
旨
を
伝
え
て
き
た
こ
と
を

知
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
侍
は
、

所
詮
某
一
人
は
面
白
を
失
ふ
共
、
数
多
の
罪
を
救
は
ん
と
思
ひ
申
せ
ば
、
何
事
を
も
畏
り
候

と
言
っ
て
、
自
害
を
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
寛
永
整
版
本
に
お
い
て
増
補
さ
れ
た
、
切
腹
に
ま
つ
わ
る
噂
話
の
粗
筋
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
井
浦
芳
信
氏
の

「
竹
差
の
研
究

!
l恨
名
草
子
に
お
け
る
流
動
恒
」
に
お
い
て
は
、

「
古
活
字
本
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乙
の
長
い
挿
話
は
前
後
の
文
に
到
し
又
こ
の
竹
蔚
の
物
語
の
テ

i
マ
に
到
し
て
分
量
や
内
容
に
お
い
て
甚
し
く
不
調
和
不
自
然
な
存
在
と

し
か
考
へ
ら
れ
な
い
も
の
で
、
竹
藤
自
身
と
の
関
聯
は
鑑
か
に
男
が
東
下
り
を
し
た
と
い
ふ
結
末
に
見
出
し
得
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
ふ

程
度
に
過
ぎ
ず
、
:
:
:
藍
接
関
係
は
無
い
と
一
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
野
田
建
雄
氏
の

論
」
で
は

別
に
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
つ
ま
ら
な
い
挿
入
で
、
竹
斎
と
は
関
係
無
い
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
挿
入
を
し
た
か
、
そ
の
理
由
も
分
か

ら
な
い
。

と
言
及
さ
れ
る
等
、
主
に
否
定
的
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
箇
所
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
矢
野
公
和
氏
の
「
竹
斎
i

l
世
を
批
評
す
る
新
た
な
ス
タ
イ
ル

i
l」
以
降
、
こ
の
挿
話
に
積
極
的
な
意
昧
を
見
出
そ
う
と
す
る

見
解
が
あ
ら
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
c

ま
ず
、
矢
野
氏
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
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こ
こ
に
は
、
衆
道
の
誠
と
い
う
個
人
の
情
念
が
、
武
家
社
会
の
秩
序
と
艶
離
を
来
た
し
、

に
生
き
る
武
士
の
悲
哀
が
語
ら
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
形
で
、
体
制
内

と
い
う
解
釈
を
示
し
、
「
竹
藤
い
に
は
、
世
の
中
、
特
に
幕
藩
体
制
を
〈
批
判
〉
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と
す
る
読
み
方
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
論
は
、
「
嵐
化
の
凝
視
者

l
i
「
竹
斎
」
序
説
i
l
i」
へ
と
つ
な
が
り
、
寛
永
整
版
本
に
お
け
る
本
文
の
改
訂
は
、
当
初
か
ら

こ
の
作
品
に
備
わ
っ
て
い
た
批
判
の
精
神
を
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
表
現
す
る
た
め
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の

で
あ
る
。

そ
の
後
、
高
橋
清
隆
氏
の
「
仮
名
草
子
「
竹
斎
」

呈D-
allll 
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私
は
こ
の
部
分
を
、
作
者
の
人
生
に
対
す
る
切
な
い
あ
こ
が
れ
が
噴
出
し
た
と
こ
ろ
と
見
る
。
:
:
:
作
者
の
人
生
に
対
す
る
切
な
い
あ
こ

が
れ
と
い
う
の
は
、
作
品
中
で
は
衆
道
関
係
と
い
う
極
端
な
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
他
人
と
の
真
の
触
れ
合
い
で
あ
る
。

と
、
記
さ
れ
る
。
高
橋
氏
の
考
え
で
は
「
竹
藤
」
と
は
、
他
人
と
真
に
触
れ
合
う
乙
と
へ
の
撞
れ
を
抱
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
消
極
的
に
放
棄

し
て
初
復
す
る
〈
無
気
力
〉
の
作
品
で
あ
り
、
黒
谷
の
話
は
、
そ
の
撞
れ
を
噴
出
さ
せ
る
唯
一
の
場
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
石
井
諸
子
氏
は
、
「
「
竹
斎
」
考
」
に
お
い
て
、

こ
れ
だ
け
の
も
の
を
、
そ
れ
ま
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
話
に
加
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
何
ら
か
の
理
由
や
目
均
が
な
く

て
は
で
き
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
男
色
の
流
行
で
あ
る
。
:
:
:
風
潮
の
中
、
「
竹
斎
」
に

も
男
色
を
求
め
る
読
者
が
増
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
板
が
新
し
く
変
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
少
の
不
自
然
さ
は
残
る
も

の
の
、
こ
の
黒
谷
の
切
腹
事
件
を
二
十
二
了
余
り
に
も
及
ん
で
、
書
き
加
え
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
寛
永
整
版
本
に
お
け
る
増
補
の
理
由
を
、
読
者
や
流
行
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
乙
れ

は
「
竹
藤
』
が
、
読
者
に
喜
、
ば
れ
る
〈
お
も
し
ろ
さ
〉
と
い
う
も
の
を
求
め
る
方
向
性
を
備
え
て
い
た
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
石
川
了
氏
は
、
二
竹
斎
」
の
変
容
1
1
5
滑
稽
・
誠
刺
・
紀
行
の
視
点
か
ら

l
i」
に
お
い
て
、

こ
の
増
補
の
目
的
は
、
義
を
欠
く
男
色
侍
へ
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
か
。
:
:
:
途
中
に
誠
し
や
か
な
心
情
等
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
て
一
見

惑
わ
さ
れ
る
が
、
こ
の
男
が
侍
と
し
て
患
慮
が
浅
く
念
者
と
し
て
義
を
欠
く
乙
と
は
一
一
一
一
口
を
侯
た
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
標
題
に
あ
る
と
お
り
、
滑
稽
・
調
刺
・
紀
行
が
石
川
誌
の
吋
竹
驚
」
の
読
み
方
で
あ
る
R

わ
け
だ
が
、
特
に
寛
永
整
版
本
に
お

け
る
本
文
の
増
補
に
は
、
〈
調
刺
性
〉
の
強
調
と
い
う
役
割
が
有
る
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
可
解
に
思
わ
れ
て
い
た
増
補
部
分
に
も
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
、

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
乙
に
は
、
反
対
す
る
意
見
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
竹
藤
」

の
読
み
方
は
、
様
々
に
提
案
さ
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入
口
敦
志
氏
は

考
」
に
お
い
て

:
:
整
版
本
で
は
、
古
活
字
本
に
あ
っ
た
竹
斎
の
物
語
と
い
う
性
格
を
薄
め
る
方
向
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
並
行
し
て
、

:
・
:
竹
斎
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
教
訓
や
学
道
論
へ
の
傾
斜
や
敷
街
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
傾
向
の
最
た
る
も
の
が
、
整
版
本
の
京

内
参
り
の
最
後
の
部
分
に
増
補
さ
れ
て
い
る
黒
谷
で
の
衆
道
の
一
件
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
竹
斎
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
:
:
:
全
体
の

統
一
を
大
い
に
妨
げ
て
い
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

整
版
本
に
せ
よ
古
活
字
本
に
せ
よ
「
竹
斎
」
に
は
体
制
批
判
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
:

と
、
述
べ
て
い
る
。
入
口
氏
は
、
矢
野
氏
の
意
見
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
、

明
言
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
留
中
宏
氏
は
、
「
整
版
本
「
竹
索
〕
の
研
究
(
そ
の
一

吋
竹
藤
」
が
、
徳
川
氏
〈
賛
美
〉
の
基
調
を
持
っ
て
い
る
と
ま
で

に
お
い
て
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成
程
こ
の
侍
が
思
慮
浅
い
点
は
、
一
一
一
口
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
が
、
:
:
:
こ
の
播
磨
侍
の
心
情
に
同
情
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
菰
刺
的
に
は

語
ら
れ
て
い
な
い
。

:
整
版
本
の
大
き
な
異
同
は
む
し
ろ
、
書
誌
の
営
業
サ
イ
ド
か
ら
の
理
由
に
結
び
つ
け
て
考
え
た
方
が
納
得
が
行
き
、
彼
等
に
そ
れ
程

遠
大
な
社
会
批
判
、
ま
し
て
や
将
軍
批
判
を
期
待
す
る
事
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
作
品
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
う
べ
く
も
な
い
。

と
、
述
べ
て
、
石
川
氏
及
び
矢
野
氏
の
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
整
版
本
記
u
驚
」
の
研
究
(
結
び
)
」
に
お
い
て
は
、

新
た
に
加
わ
っ
た
挿
話
の
出
来
に
つ
い
て
は
、
:
:
:
決
し
て
「
竹
藤
」
の
文
学
性
を
高
め
る
上
で
の
価
値
を
認
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

但
し
、
商
品
と
し
て
の
価
値
と
言
う
事
に
な
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
確
か
に
読
者
に
親
近
感
を
与
え
る
上
で
は
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し



て
い
た
に
違
い
な
い
。

と
、
述
べ
る
等
、
本
文
全
体
の
内
容
と
は
切
り
離
し
て
、
こ
の
挿
話
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

寛
永
整
版
本
に
施
さ
れ
た
、
切
腹
に
ま
つ
わ
る
噂
話
の
増
補
は
、
賛
否
両
論
あ
り
な
が
ら
も
多
く
の
注
目
を
集
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
解
釈
を
試
み
れ
ば
、
吋
竹
藤
」
全
体
の
読
み
方
へ
の
言
及
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
矢
野
氏
の

〈
批
判
〉
、
高
橋
氏
の
〈
無
気
力
〉
、
石
井
氏
の
〈
お
も
し
ろ
さ
〉
、
石
川
氏
の
〈
調
刺
性
〉
、
い
ず
れ
も
吋
竹
藤
」
の
持
つ
要
素
を
的
確
に
示
し

て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
導
き
出
す
手
続
き
と
な
る
増
補
部
分
の
読
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
氏

の
見
解
を
否
定
す
る
意
見
を
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
さ
ら
に
、
そ
の
統
合
は
遠
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
竹
藤
」
は
挿
話
の
集
合
体
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
読
み
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
で
も
読
め
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
増
補
部
分
へ
の
注

目
と
い
う
一
つ
の
切
り
口
に
よ
っ
て
表
面
化
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
は
、
仮
名
草
子
の
名
作
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
竹
粛
い
が
何
を
語
っ
て
い
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
す
ら
、
未
だ
に
通
説
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

吋
竹
藤
」
の
読
解
に
は
、
増
補
さ
れ
た
挿
話
の
検
討
が
不
可
欠
の
よ
う
で
あ
る
。
次
節
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
素
材
を
も
っ
て
、
こ
の
挿
話
部
分
の
読
み
方
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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一
、
曽
時
の
理
窟
張
り
た
る
滑
稽

こ
の
播
磨
侍
の
挿
話
に
つ
い
て
検
討
す
る
上
で
、
先
ず
そ
の
切
腹
未
遂
騒
動
の
舞
台
が
黒
谷
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
金
戒
光
明
寺

の
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
の
土
地
は
、
安
一
冗
元
年
(
一
一
七
五
)
、
法
然
房
源
空
が
滝
室
を
結
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
浄
土
宗
四
箆
本
山
の
一
つ
で

あ
る
。
播
磨
侍
が
、
若
衆
の
埋
葬
さ
れ
た
黒
谷
へ
、
弔
い
と
後
追
い
の
た
め
に
参
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
期
待
感
を
代
弁
す
る
よ
う
に
、
こ
の

土
地
の
由
来
が
諮
ら
れ
る
。
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そ
も
此
黒
谷
と
申
は
、
法
然
上
人
関
山
寺
、
古
の
事
か
と
よ
、
熊
谷
の
二
郎
直
賓
が
、
敦
盛
を
手
に
懸
け
て
設
心
起
し
、
頭
を
剃
り
、
蓮
生

坊
と
言
は
れ
し
時
、
師
匠
と
頼
み
奉
る
、
高
僧
源
空
法
然
様
御
盤
跡
な
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
こ
れ
は
頼
も
し
く
、
来
世
の
事
も
疑
ひ
無
く
、
.
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こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
熊
谷
二
郎
直
実
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
平
家
物
語
」
や
「
源
平
盛
衰
記
」
に
お
い
て
は
、

一
の
谷
で
敦
盛
の
最
期
を
見
局
け
て
発
心
を
起
こ
し
た
と
こ
ろ
ま
で
が
諮
ら
れ
、
父
性
の
武
将
と
し
て
の
印
象
が
強
い
直
実
で
あ
る
が
、
こ
の

黒
谷
に
は
、
彼
の
出
家
後
の
姿
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法
然
の
死
後
、
浄
土
宗
の
発
展
と
と
も
に
、
開
祖
の
生
涯
を
絵
磁
化
し
た
「
法
然
上
人
絵
伝
」
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
集
大
成
が
、

鎌
倉
時
代
末
期
に
舜
回
目
法
印
が
四
十
八
巻
に
編
纂
し
た
知
恩
院
の
吋
法
然
上
人
行
状
締
盟
い
で
あ
り
、
そ
の
中
に
「
熊
谷
蓮
生
の
巻
」
が
存
在

す
る
。
こ
こ
に
そ
の
一
部
を
、
悪
谷
隆
戒
氏
の
翻
刻
か
ら
引
い
て
み
る
。

建
永
一
冗
年
八
月
に
、
蓮
生
は
明
年
二
月
八
日
、
往
生
す
べ
し
、
申
す
と
こ
ろ
も
し
不
審
あ
ら
ん
人
は
、
き
た
り
て
見
る
べ
き
よ
し
武
蔵
図

村
両
の
市
に
札
を
立
さ
せ
け
り
。
っ
た
へ
き
く
と
も
が
ら
、
遠
近
を
わ
か
ず
、
熊
谷
が
市
所
へ
、
群
集
す
る
事
い
く
千
寓
と
い
ふ
事
を
し

ら
ず
。
す
で
に
其
白
に
な
り
に
け
れ
ば
、
蓮
生
未
明
に
泳
浴
し
て
、
趨
盤
に
の
ぼ
り
て
高
聾
念
併
鵠
を
せ
む
る
事
、
た
と
へ
を
と
る
に
も

の
な
し
、
諸
人
目
を
す
ま
す
と
こ
ろ
に
、
し
ば
ら
く
あ
り
て
念
怖
を
と
ヌ
め
、
目
を
ひ
ら
き
て
「
今
日
の
住
生
を
延
引
せ
り
、
来
九
月
四

日
、
か
な
ら
ず
本
意
を
遂
べ
し
、
そ
の
日
来
続
あ
る
べ
し
と
申
け
れ
ば
、
群
集
の
輩
あ
ざ
げ
り
を
な
し
て
か
へ
り
ぬ
。
妻
子
容
属
、
「
面

白
な
き
わ
ざ
な
り
」
と
歎
け
れ
ば
、
「
禰
陀
如
来
の
御
告
に
よ
り
て
来
九
月
を
ち
ぎ
る
と
こ
ろ
な
り
、
ま
た
く
わ
た
く
し
の
は
か
ら
ひ
に

あ
ら
ず
」
と
ぞ
申
け
る
。
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法
然
坊
源
空
に
帰
依
し
蓮
生
と
号
し
た
産
実
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
念
仏
を
ひ
た
す
ら
口
称
し
て
き
た
。
す
る
と
建
永
元
年

(
一
二

O
六
)
、
翌
年
二
月
八
日
に
自
ら
が
往
生
す
る
こ
と
を
予
言
し
、
一
品
札
を
立
て
て
観
衆
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
当
日

に
な
っ
て
突
然
往
生
の
延
期
を
発
表
し
、
人
々
の
瑚
笑
を
買
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
直
実
は
二
度
目
の
予
言
に
沿
っ
て

往
生
を
遂
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
竹
菊
」
に
描
か
れ
た
播
磨
侍
の
切
腹
未
遂
騒
動
は
、
こ
の
有
り
様
を
妨
締
さ
せ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

『
法
然
上
人
行
状
給
関
幽
」
は
、
浄
土
宗
の
興
隆
に
よ
り
、
寛
、
水
二
十
一
年
(
一
六
回
四
)
に
は
「
黒
谷
上
人
侍
檎
詞
」
と
題
し
て
版
刻
さ
れ

る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
も
盛
ん
に
複
写
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
川
定
慶
氏
の
「
法
然
上
人
檎
博
の
研
究
」
で
は
、
副
本
た
る
室
町



前
期
の
世
間
麻
本
、
永
雄
元
年
(
一
五
五
八
)
の
燈
血
栓
本
、
天
文
九
年
(
一
五
八
二
の
三
慶
本
、
慶
長
十
二
年
(
一
六

O
七
)
の
徳
富
本
な
ど
、

「
竹
藤
」
以
前
の
接
写
本
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
法
然
上
人
行
状
檎
薗
」
よ
り
若
干
早
く
、
延
鐙
四
年
ご
一
二
一
一
)
に
作

ら
れ
た
吋
法
然
上
人
博
記
」
(
吋
九
巻
侍
]
)
に
も
、
こ
の
部
分
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
著
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
知
恵
院
の
『
法
然
上
人
博
の
成

立
史
的
研
究
(
対
照
篇
)
い
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。

寛
永
整
版
本
淀
川
薪
」
の
作
者
や
身
近
な
読
者
た
ち
が
、
黒
谷
と
い
う
土
地
を
直
実
の
往
生
延
期
の
説
話
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
て
い
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
播
磨
侍
の
挿
話
の
読
み
方
と
い
う
も
の
は
自
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
衆
へ
の
愛
情
の

深
さ
と
こ
の
世
の
無
常
を
、
故
事
や
美
文
を
ち
り
ば
め
な
が
ら
長
々
と
語
つ
て
は
い
る
が
、
こ
の
騒
動
の
舞
台
が
黒
谷
と
い
う
土
地
で
あ
っ
た

こ
と
で
、
切
腹
は
結
局
は
未
遂
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
滑
稽
な
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

思
い
起
こ
せ
ば
こ
の
播
磨
侍
の
切
腹
に
は
、
常
に
延
期
の
頗
望
が
寄
り
添
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
衆
の
死
を
知
っ
た
場
面
で
も
、
先
に
引

い
て
い
た
よ
う
に
、
〈
自
窓
口
を
せ
ん
と
忠
ひ
し
が
、
待
て
し
ば
し
我
が
心
:
:
:
〉
と
、
供
養
に
理
由
を
つ
け
て
切
腹
を
延
期
し
、
ま
た
、
い
よ

い
よ
切
腹
の
段
取
り
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
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腹
を
切
ら
ん
と
思
ひ
し
が
、
き
っ
と
患
ひ
出
し
た
り
。
此
事
傍
輩
衆
に
も
、
文
は
一
人
二
人
残
し
置
き
た
る
郎
等
に
も
知
ら
せ
ざ
り
け
れ

ば
、
況
ん
や
頼
み
た
る
人
も
よ
も
知
ら
じ
。
我
空
し
く
な
る
後
に
て
、
気
も
違
ひ
た
る
か
、
又
は
最
期
の
時
、
手
前
忘
却
し
て
う
ち
忘
れ

た
る
か
な
ど
よ
一
一
口
は
れ
て
は
、
同
じ
黄
泉
と
言
ひ
な
が
ら
口
惜
し
か
る
べ
し
、
い
ざ
や
寄
親
ま
で
一
筆
残
さ
ん
と
患
ひ
て
、
硯
料
紙
を
引

寄
せ
て
、
筆
取
り
上
げ
ん
と
:
:
:

と
い
っ
た
よ
う
に
遺
書
を
書
く
こ
と
を
思
い
つ
い
て
、
そ
の
準
備
を
し
て
い
る
う
ち
に
駆
け
つ
け
て
来
た
寄
親
を
迎
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
寄
親
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
彼
等
の
主
人
の
使
者
ま
で
到
着
し
て
し
ま
っ
て
、
自
害
は
中
止
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
噂
話
の
最
後
は
、
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其
後
文
抱
一
…
谷
に
引
箆
り
、
か
の
御
跡
を
懇
に
弔
ひ
て
申
て
、
月
日
を
経
て
、
今
日
の
明
日
の
と
せ
し
か
ど
も
、
人
に
見
ゆ
る
も
う
る
さ
く
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も
、
面
目
無
し
と
や
思
ひ
け
ん
、
都
の
内
を
忍
び
也
、
東
の
方
へ
下
る
と
か
や
。

と
、
結
ぼ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
播
磨
侍
は
、
切
腹
の
決
意
を
し
な
が
ら
も
常
に
延
期
の
理
由
を
欲
し
て
お
り
、
邪
魔
が
入
る
の
を
待
っ

て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
吋
徒
然
草
い
第
五
十
九
段
の
一
節
で
あ
る
。

大
事
を
思
ひ
立
た
む
人
は
、
さ
り
が
た
く
心
に
か
〉
ら
む
こ
と
の
本
意
を
遂
げ
ず
し
て
、
さ
な
が
ら
捨
つ
べ
き
な
り
。
し
ば
し
此
こ
と
果

て
て
、
同
じ
く
は
か
の
こ
と
沙
汰
し
置
き
て
、
し
か
/
¥
の
こ
と
、
人
の
議
り
ゃ
あ
ら
む
、
行
末
難
な
く
し
た
〉
め
ま
う
け
て
、
:
:
:
な

ど
思
は
む
に
は
、
え
さ
ら
ぬ
こ
と
の
み
い
と
、
三
重
な
り
て
、
事
尽
く
る
限
り
も
な
く
、
思
ひ
立
つ
司
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
大
様
人
を
見
る

に
、
少
し
心
あ
る
際
は
、
皆
こ
の
あ
ら
ま
し
に
て
、
ぞ
一
期
は
過
ぐ
め
る
。
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
方
丈
記
徒
然
草
』
に
よ
る
)

出
家
を
発
心
す
る
に
あ
た
っ
て
の
決
定
的
な
条
件
「
諸
縁
放
下
」
の
徹
底
が
説
か
れ
て
い
る
段
で
あ
る
が
、
播
磨
侍
の
有
り
様
は
ま
さ
し
く

こ
れ
に
似
て
お
り
、
〈
し
ば
し
此
こ
と
果
て
て
〉
と
、
七
日
間
の
弔
い
を
執
り
行
い
、
〈
し
か
/
¥
の
こ
と
、
人
の
諮
り
ゃ
あ
ら
む
、
行
末
難
な

く
し
た
〉
め
ま
う
け
て
〉
と
、
何
通
も
の
遺
書
を
準
備
し
始
め
、
そ
し
て
結
局
は
、
〈
え
さ
ら
ぬ
こ
と
の
み
い
と
ズ
重
な
り
て
、
事
尽
く
る
限

り
も
な
く
〉
な
っ
て
、
切
腹
を
や
め
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
切
腹
未
遂
の
挿
話
が
、
慨
に
門
徒
然
草
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
生

半
可
な
決
意
の
見
苦
し
さ
を
著
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
そ
れ
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
矢
野
氏
、
高
橋
氏
、
田
中
氏
の
よ

う
に
こ
れ
を
、
播
磨
侍
へ
の
同
情
的
な
視
線
を
も
っ
て
真
撃
に
語
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
克
解
は
、
適
合
し
な
い
も
の
と
な
る
。

「
法
然
上
人
行
状
糟
回
幽
〕
、
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
吾
妻
鏡
」
な
ど
に
も
、
直
実
が
、
周
囲
の
人
間
を
困
惑
さ
せ
る
ほ
ど
の
直
情
径
行
の
性
向
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
切
腹
騒
動
を
起
こ
す
播
磨
侍
は
、
呆
れ
ら
れ
る
べ
き
人
物
造
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
「
田
夫
物
語
」
と
い
う
仮
名
草
子
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
寛
、
永
整
版
本
「
竹
鷲
」
よ
り
少
し
後
、
寛
、
永
後
期
(
一
六
回

O
頃
)

に
出
版
さ
れ
た
、
男
色
と
女
怠
の
優
劣
論
争
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
石
井
氏
と
石
川
氏
も
前
掲
の
論
文
で
、
吋
竹
粛
」
の
挿
話
と
の
関
連
に

お
い
て
言
及
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
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-
吋
田
夫
物
語
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
田
夫
者
(
女
色
議
)
と
華
審
者
(
男
色
議
)
と
の
論
争
に
託
し
て
、
男
色
の
不
自
然
で
社
会

に
有
害
な
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
作
品
も
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
っ
た
男
色
否
定
の
書
が
あ
ら
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
程
、
男
急
は
新
し
い
地
盤
に
根
を
張
り
、
強
力
に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
石
井
硲
子
氏
弓
竹
斎
」
考
」
)

そ
も
そ
も
寛
永
期
は
、
向
六
年
に
禁
止
さ
れ
た
女
歌
舞
伎
に
代
わ
っ
て
若
衆
歌
舞
伎
が
全
盛
を
迎
え
、
男
色
が
流
行
し
た
時
期
で
あ
り
、

男
色
女
色
論
を
扱
う
「
田
夫
物
語
』
な
ど
で
は
、
殉
死
の
例
を
あ
げ
て
武
家
社
会
に
お
け
る
男
色
の
義
を
主
張
し
て
い
る
。
播
磨
侍
の
一

件
も
、
こ
う
し
た
背
景
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
と
な
る
と
、
こ
の
増
補
の
呂
的
は
、
義
を
欠
く
男
色
侍
へ
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
か
。

(
石
川
了
氏
三
竹
斎
」
の
変
容
i
l
i滑
稽
・
調
制
約
・
紀
行
の
視
点
か
ら
i
!」)

当
時
に
男
色
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
だ
が
、
稿
者
の
「
田
夫
物
語
』
の
読
み
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
両
氏
か
ら
も
さ

ら
に
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
で
出
会
っ
た
男
色
愛
好
者
と
女
色
支
持
者
の
論
争
が
搭
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
両
者
の
言
い

分
を
冷
静
に
、
そ
し
て
半
ば
呆
れ
な
が
ら
開
い
て
い
る
〈
わ
れ
〉
と
い
う
視
点
人
物
も
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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わ
れ
も
笑
止
さ
、

き
ゐ
た
り
。

を
か
し
さ
に
、

堤
の
へ
り
に
腰
う
ち
か
け
、

渋
団
扇
を
綾
に
さ
し
な
が
ら
、
あ
か
ら
め
も
せ
ず
双
方
の
一
一
一
一
口
ふ
こ
と
を
間

(
日
本
古
典
文
学
全
集
「
仮
名
草
子
集
浮
世
草
子
集
』
に
よ
る
)

と
、
論
争
の
始
ま
り
を
促
し
、
そ
し
て
、

わ
れ
あ
ま
り
の
笑
止
さ
に
、
中
に
分
け
入
り
、
「
夜
も
更
け
ば
皇
の
門
も
さ
さ
れ
な
ん
。

た
ま
へ
」
と
言
へ
ば
、
た
が
ひ
に
別
れ
て
北
へ
去
り
、
南
へ
去
り
行
き
け
り
。

は
や
は
や
帰
り
た
ま
へ
。
重
ね
て
の
関
答
に
し

67 

と
、
論
争
の
終
わ
り
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
、
こ
の
〈
わ
れ
〉
の
視
点
こ
そ
が
、
作
者
の
表
現
し
た
か
っ
た
彼
等
へ
の
眼
差
し
で
あ
ろ
う
。
つ
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ま
り
、
男
色
を
〈
不
自
然
で
社
会
に
有
害
な
も
の
で
あ
る
と
説
い
〉
て
い
る
の
も
、
〈
武
家
社
会
に
お
け
る
男
色
の
義
を
主
張
し
て
い
る
〉
の

も
、
「
田
夫
物
語
」
の
登
場
人
物
た
ち
で
あ
っ
て
、
口
出
夫
物
語
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
熱
す
る
両
者
の
言
い
分
が
、

和
漢
の
故
事
な
ど
を
引
い
て
権
威
付
け
を
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
そ
の
滑
稽
性
は
増
す
も
の
で
あ
り
、
議
論
の
不
毛
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
男
色
愛
好
者
を
華
著
者
(
風
流
な
都
会
者
)
と
、
呼
ん
だ
時
点
で
、
晴
好
の
理
解
や
融
和
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
当
時
に
男
色
の
流
行
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
中
世
恋
愛
物
語
風
の
形
式
と
大
袈
裟
な
言
い
回
し
に
よ
っ
て
諮
り
尽
く
さ
れ
て
き
た
男
色
誌
は
、
既
に

E
新
し
い
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
僻
易
さ
れ
て
い
た
こ
と
す
ら
想
橡
で
き
る
の
で
あ
る
。
沼
田
夫
物
語
い
が
主
張
し
て
い
た
の
は
、
衆
道
の
是
非
な
ど
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
臨
起
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
滑
稽
性
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

円
竹
藤
」
の
挿
話
に
戻
っ
て
み
る
と
、
鏡
舌
に
語
ら
れ
る
男
色
の
義
や
切
腹
中
止
の
言
い
訳
、
さ
ら
に
黒
谷
と
い
う
土
地
の
由
来
に
対
し
て

は
、
作
者
と
当
時
の
身
近
な
読
者
た
ち
の
簡
に
負
の
方
向
を
向
い
た
共
通
の
認
識
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
播
磨

侍
の
切
腹
騒
動
は
、
〈
嘗
時
の
理
窟
張
り
た
る
滑
稽
〉
と
し
て
読
む
べ
き
箇
所
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
反
語
的
な
方
法

寛
永
整
版
本
吋
竹
粛
」
に
お
け
る
播
磨
侍
の
切
腹
未
遂
の
挿
話
は
、
衆
道
の
誠
を
問
う
よ
う
な
真
撃
な
内
容
で
は
な
く
、
大
仰
な
恋
愛
作
法

の
前
時
代
性
を
笑
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
へ
の
撞
れ
の
底
の
浅
さ
を
皮
肉
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

切
腹
未
遂
の
長
い
話
が
紹
介
さ
れ
た
後
、
竹
棄
は
次
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
る
。

此
竹
菊
と
申
も
、

雨
の
如
く
に
て
、

さ
で
も
あ
は
れ
の
御
事
や
と
、

夕
立

眼
玉
の
抜
く
る
程
、
忠
ふ
や
う
に
泣
き
け
れ
ば
、

か
の
諾
を
懇
に
う
ち
毘
き
て
、

野
漣
の
草
木
も
流
れ
け
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
切
腹
を
し
な
か
っ
た
播
磨
侍
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
、
竹
棄
に
こ
れ
ほ
ど
の
反
路
を
さ
せ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な



の
か
。
前
出
の
先
行
論
で
も
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
滑
稽
な
迄
に
誇
張
さ
れ
た
表
現
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
男
に
対
し
て
比
類
の
な
い
憐
情
を
感
じ
て
い
る
竹
薪
も
又
、
そ
う
し
た
世

の
中
に
絶
望
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
そ
れ
を
全
う
な
形
で
は
表
わ
し
得
な
い
こ
と
の
こ
つ
に
他

な

ら

な

い

。

(

矢

野

公

和

氏

「

竹

斎

l

i
世
を
批
評
す
る
新
た
な
ス
タ
イ
ル
|
|
」
)

ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
上
、
こ
こ
で
竹
斎
が
こ
れ
ほ
ど
大
げ
さ
に
涙
を
流
す
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
。
無
責
任
な
旅
・
治
療
の
中
に
あ
っ

て
は
、
か
え
っ
て
異
質
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
ス
ト

i
リ
!
の
展
開
上
、
竹
斎
が
泣
く
必
要
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
泣
い
て

い

た

の

は

作

者

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

(

高

橋

清

権

氏

「

仮

名

草

子

吋

竹

斎

」

小

論

」

)

:
:
:
竹
粛
の
オ
ー
バ
ー
な
流
沸
で
も
わ
か
る
通
り
、
こ
の
播
磨
侍
の
心
情
に
同
情
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
調
刺
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

(
田
中
宏
氏
「
整
版
本
「
竹
藤
」
の
研
究
(
そ
の
一
一
)
」
)
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そ
れ
ぞ
れ
に
「
竹
薪
」
の
読
み
方
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
意
見
も
竹
粛
の
一
棋
を
正
富
に
受
け
止
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
竹
粛
の
示
し
て
い
る
感
情
が
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
感
情
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
し

か
し
、
竹
棄
に
涙
を
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
本
当
に
憐
情
や
同
情
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

寛
永
整
版
本
で
こ
の
部
分
に
増
補
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
播
磨
侍
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
竹
藤
が
古
い
友
人
を
訪
ね
る
話
も
添
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
条
通
付
近
に
住
む
裕
福
な
友
人
に
、
旅
立
ち
の
挨
拶
を
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
官
粛
は
そ
の
友
人
か
ら
謂
れ
の
無
い

非
難
を
受
け
て
し
ま
う
。
大
金
を
拾
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
隠
し
て
い
る
の
は
水
臭
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
友
人
が
銭
別
を
竹

粛
に
与
え
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
の
芝
居
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
友
人
に
施
す
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
と
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
芝
居
を
打
っ
て
い

ち
早
く
相
手
に
、
友
人
に
施
す
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
と
い
う
非
難
を
浴
び
せ
る
と
い
う
見
事
な
笑
話
で
あ
り
、
世
の
人
々
の
小
賢
し
い
有
り

様
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
場
極
で
竹
藤
が
、
生
真
面
呂
に
、
自
分
は

大
金
を
拾
っ
て
い
な
い
と
言
い
張
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
笑
話
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
と
同
時
に
、
竹
環
の
単
純
無
垢
な
性
格
が
強
調
さ
れ

69 
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て
い
る
場
面
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
話
の
意
味
を
踏
ま
え
て
提
案
し
た
い
発
想
は
、
夕
立
雨
の
如
く
涙
を
流
し
た
の
は
単
純
無
垢
に
造
形
さ
れ
た
竹
薪
だ
け
が
示
し
た
反
応

な
の
で
あ
っ
て
、
播
磨
侍
の
切
腹
未
遂
に
対
し
て
作
者
が
表
現
し
た
か
っ
た
感
情
は
、
む
し
ろ
憐
情
や
同
情
と
い
う
も
の
と
は
別
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
が
示
し
た
い
感
情
を
よ
り
強
調
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
正
反
対
の
表
現
を
用
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
こ
よ
り
時
代
が
下
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
も
な
く
な
っ
て
く
る
。

佐
藤
信
夫
氏
は
、
「
わ
ざ
と
ら
し
さ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
l

1言
述
の
す
が
た
し
叫
に
お
け
る
撤
去
修
辞
研
究
に
際
し
て
、
全
て
り
一
一
一
口
語
表

現
は
、
言
葉
で
真
実
は
諮
り
得
る
と
い
う
発
想
に
拠
っ
た
〈
ま
こ
と
し
や
か
〉
な
表
現
方
法
と
、
言
葉
で
は
真
実
は
語
り
得
な
い
と
い
う
発
想

に
拠
っ
た
〈
わ
ざ
と
ら
し
さ
〉
の
表
現
方
法
の
、
ど
ち
ら
か
を
自
指
す
も
の
と
し
て
分
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
一
一
一
一
口
葉
を
近
世
文
学
研
究
の
術
語
と
し
て
用
い
た
の
は
、
堀
切
実
氏
の
「
吋
好
色
一
代
男
い
の
文
体
と
リ
ズ
ム

l
iわ
ざ
と
ら
し
さ

の
レ
ト
リ
ッ
ク
1

1
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
西
鶴
の
文
体
に
つ
い
て
、

と
き
お
り
み
せ
る

μ

わ
ざ
と
ら
し
さ
μ

の
表
現
と
、
そ
の

N

わ
ざ
と
ら
し
さ
μ

の
な
か
に

H

ま
こ
と
し
や
か
さ
ρ

を
含
ん
だ
表
現
、
そ
れ

に
H

ま
こ
と
し
や
か
さ
μ

の
な
か
に

H

わ
ざ
と
ら
し
さ
u

も
感
じ
ら
れ
る
表
現
と
に
、
最
大
の
特
色
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

と
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
ま
こ
と
し
や
か
〉
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
再
氏
の
意
味
の
認
識
に
は
多
少
の
違
い
が
あ
り
、
堀
切
氏
の
使

う
〈
ま
こ
と
し
や
か
さ
〉
は
、
生
藤
氏
の
〈
わ
ざ
と
ら
し
さ
〉
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
こ
こ
で
は
検
討
を
控
え
た
い
の
で
あ

る
が
、
〈
わ
ざ
と
ら
し
さ
〉
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
「
竹
薪
』
の
修
辞
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
概
念
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る。
切
腹
を
中
止
し
て
し
ま
う
播
磨
侍
に
も
、
夕
立
雨
の
如
く
泣
く
竹
粛
に
も
、
さ
も
真
っ
当
な
理
由
が
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ

の
表
現
が
あ
ま
り
に
も
大
袈
裟
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
〈
わ
ざ
と
ら
し
さ
〉
と
い
う
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
竹
粛
な
ど
の
登
場
人
物
が
、
わ
ざ
と
ら
し
く
振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
作
者
の
語
り
口
に
〈
わ
ざ
と
ら
し
さ
〉
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
播
搭
侍
の
切
腹
未
遂
に
対
し
て
、
無
垢
な
る
竹
菊
が
示
す
反
応
に
は
、

反
語
的
な
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が



で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
竹
粛
が
流
し
た
大
袈
裟
な
涙
は
、
先
行
論
に
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と

し
て
文
字
ど
お
り
に
読
み
取
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
意
味
を
裏
返
し
て
読
み
取
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
挿
話
全
体
を
あ
る
種
の
い
ぶ
か
し
さ
を
も
っ
て
読
む
こ
と
を
促
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
延
い
て
は
、
記
長
丘
全
体
の
反
語
的
精
神
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
切
腹
未
遂
の
挿
話
に
は
、
播
磨
侍
に
同
情
す
る
よ
う
な
表
現
は
あ
っ
て
も
、
非
難
や
疑
問
を
示
す
主
う
な
表
現
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
は
高
等
な
皮
肉
で
あ
り
、
竹
藤
の
大
袈
裟
な
反
応
に
、
読
者
に
こ
の
挿
話
全
体
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
な
の
か
を

は
っ
き
り
と
教
え
る
、
指
標
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
花
田
富
二
夫
氏
の
三
竹
斎
」
東
下
考
」
に
は
、
こ
の
切
腹
騒
動
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
可
能
性
の
高
い
あ
る
事
件
の
存
在
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
慶
長
十
二
年
の
尾
張
清
須
城
主
松
平
忠
吉
の
死
去
に
際
し
て
の
、
家
臣
小
笠
原
堅
物
の
殉
死
と
、
さ
ら
に
そ
の
後

を
追
っ
た
小
姓
佐
々
木
清
九
郎
の
切
腹
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
に
衆
道
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
好
性
と
い
う
「
竹

薪
」
の
特
徴
を
考
え
れ
ば
、
モ
デ
ル
の
事
件
の
存
在
は
十
分
に
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
真
偽
よ
り
も
、
こ
の
よ
う

な
事
件
に
対
し
て
の
眼
差
し
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
予
告
往
生
を
遂
げ
た
熊
谷
直
実
や
、
切
腹

を
全
う
し
た
清
九
郎
ら
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
る
人
物
た
ち
を
充
分
に
訪
椀
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
播
磨
侍
に
結
局
は
腹
を
切
ら
せ
な
か
っ
た
こ

と
で
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
衆
道
の
誠
な
ど
で
は
な
く
、
言
い
訳
が
ま
し
さ
の
滑
稽
性
の
方
で
あ
っ
た
門
た
ろ
う
。
実
際
の
モ
デ
ル
が
ど
の
よ

う
な
事
件
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
よ
う
に
茶
化
し
た
話
に
書
き
換
え
た
と
こ
ろ
に
は
、
衆
道
に
お
い
て
し
、
は
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
仰
で
前

時
代
的
な
恋
愛
作
法
に
対
す
る
冷
や
や
か
な
眼
差
し
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
お
わ
り
に
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
寛
永
整
版
本
に
お
け
る
謡
磨
侍
の
挿
話
の
読
解
に
は
、
反
語
的
な
方
法
へ
の
意
識
と
い
う
も
の
が
必
要
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
発
想
は
、
『
竹
森
」
八
五
体
を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
大
変
重
要
な
役
割
を
も
つ
も

の
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
は
稿
を
改
め
る
が
、
こ
の
先
の
療
治
の
場
面
や
名
所
巡
り
の
場
面
な
ど
で
は
、
竹
粛
の
縦

横
無
尽
な
言
動
が
描
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
竹
粛
の
示
す
感
情
を
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
感
情
と
認
識
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
一
部
の
先
行
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論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
と
し
て
様
々
に
異
な
っ
た
表
情
を
見
せ
て
い
く
竹
藤
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
理
由
を
与
え
な
が
ら
、
場
面
に

よ
っ
て
恋
意
的
に
読
み
方
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
反
語
的
な
方
法
に
対
す
る
意
識
を
導
入
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
整
合
性
の
あ
る
読
み
方
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
提
案
し
た
い
の
は
、
こ
の
播
磨
侍
の
挿
話
が
増
補
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
古
活
字
版
本
「
竹
粛
」
が
も
っ
て
い
た
視

線
の
当
代
性
と
表
現
の
反
語
的
精
神
を
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
寛
永
整
版
本
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
特
徴
を
と
り
あ
げ
て
、
古
活
字
版
本
に
内
在
し
て
い
た
精
神
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
姿
勢
に
は
反
対
す
る
意
見
も
あ
る
。
前
出
の
入
口
氏
と
田
中
氏
の
論
考
は
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
古

活
字
版
本
の
作
者
と
寛
永
整
版
本
の
改
訂
者
は
同
一
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
本
の
比
較
を
始
め
た

井
浦
氏
以
来
、
殆
ど
の
論
者
が
気
に
留
め
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
円
竹
菊
」
と
い
う
作
品
は
、
案
内
記
、
狂
歌
物
語
、
職
業
拙
、
清
稽
本
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
す
も
と
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
そ
も
そ
も
さ
ま
ざ
ま
な
読
ま
れ
方
を
す
る
可
能
性
を
内
に
有
し
て
い
た
仮
名
草
子
で
あ
る
。
改
訂
に
よ
っ
て

変
化
し
た
部
分
を
、
拡
大
さ
れ
た
要
素
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
が
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に

焦
点
を
あ
て
て
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
読
ま
れ
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
竹
粛
」
と
い
う
仮
名
草
子
を
取
り
巻
い
て
い
た
当
時
の
人
々
の
思
考
や
発
想
の
一
端
に
触
れ
る
重
要
な
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

寛
永
整
版
本
に
お
け
る
播
磨
侍
の
挿
話
に
は
、
当
時
の
社
会
に
見
ら
れ
た
一
部
の
人
間
の
有
り
様
に
対
し
て
の
、
皮
肉
に
満
ち
た
眼
差
し
が

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
皮
肉
に
満
ち
た
眼
差
し
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
以
上

で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
挿
話
の
描
き
方
に
あ
る
の
は
、
同
情
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
と
同
じ
よ
う
に
、
批
判
と
呼
べ
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
竹
粛
」
の
読
み
方
が
各
氏
に
よ
っ
て
割
れ
、
〈
賛
美
〉
や
〈
批
判
〉

な
ど
の
対
極
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
諮
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
決
定
的
な
方
向
性
を
見
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
世
の

中
の
実
態
を
辛
練
に
描
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
深
追
い
し
て
裁
定
を
下
す
こ
と
な
ど
は
せ
ず
に
、
こ
の
世
の
真
実
と
し
て
通
過
す
る
風
景
の

中
に
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
「
竹
藤
」
の
方
法
と
精
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
活
字
版
本
「
竹
一
薪
」
よ
り
少
し
前
に
、
「
恨
の
分
」
や
吋
薄
雪
物
語
」
と
い
っ
た
中
世
恋
愛
物
語
風
の
仮
名
草
子
が
世
に
生
ま
れ
て
い
る
。

-187-



「
竹
十
m
m
〕
の
成
立
や
改
訂
に
は
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
の
影
響
も
大
き
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
精
神
は
全
く
異
な
る
も
の
と
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

吋
竹
斑
包
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
、
近
世
の
初
期
か
ら
急
激
な
る
多
様
化
を
見
せ
始
め
た
晴
好
や
価
値
観
と
い
う
も
の
を
照
射
し
て
い

く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
て
関
連
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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品工本
稿
に
お
け
る
吋
竹
藤
」
本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
般
名
草
子
集
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

(l)
「
近
代
小
説
史
?
大
倉
寄
宿
・
大
正
六
年
一
月

(2)
吋
島
大
間
文
」
第
三
号
・
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室
・
昭
和
田
十
九
年
二
丹

(3)
古
活
字
版
本
は
元
和
七
年
か
ら
九
年
の
間
(
一
六
二
一

l
二
三
)
、
寛
永
整
版
本
は
寛
、
永
三
年
か
ら
十
二
年
の
関
(
一
六
二
六

1
三
五
)
に
成
稿
し
出
版
さ
れ
た
こ

と
が
、
松
田
修
氏
の
「
「
竹
藤
」
の
成
立
i
i
s仮
名
草
子
の
時
好
性
i
l」
(
「
国
語
国
文
」
第
二
七
一
号
・
京
都
大
学
国
文
学
会
・
昭
和
三
十
二
年
三
月
)
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

吋
竹
蔚
〔
対
校
本
〕
』
・
古
典
文
庫
・
昭
和
三
十
六
年
十
丹

(5)
「
近
世
閤
文
的
芝
第
一
語
・
千
蔵
書
境
・
昭
和
十
七
年
八
月

(
6
)
{
近
出
初
期
小
説
論
」
・
笠
間
書
院
・
昭
和
五
十
三
年
四
月

(7)
「
国
文
学
解
釈
と
鍛
賞
い
第
四
十
五
巻
九
号
・
至
文
堂
・
昭
和
五
十
五
年
九
月

(8)
吋
国
語
と
国
文
学
」
第
五
十
八
巻
十
一
号
・
東
京
大
学
盟
語
国
文
学
会
・
昭
和
五
十
六
年
十
一
丹

(9)
「
日
本
文
芸
論
議
」
第
一
号
・
東
北
大
学
国
文
学
研
究
室
・
昭
和
五
十
七
年
三
月

(
凶
)
吋
人
文
論
議
」
第
三
十
九
詩
・
二
松
学
舎
大
学
人
文
学
会
・
昭
和
六
十
三
年
七
月

(
日
)
吋
国
文
学
解
釈
と
鑑
笠
」
第
五
十
五
巻
三
号
・
至
文
堂
・
平
成
二
年
三
月

(
日
)
吋
語
文
研
究
」
第
七
十
号
・
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
・
平
成
二
年
十
二
月

(
日
)
「
近
出
初
期
文
芸
」
第
十
号
・
近
世
初
期
文
芸
研
究
会
・
平
成
五
年
十
二
月

(M)
吋
近
世
初
期
文
芸
』
第
十
七
号
・
近
世
初
期
文
芸
研
究
会
・
平
成
十
二
年
十
二
月

(
日
)
話
相
修
御
侍
法
然
上
人
行
状
給
関
「
平
楽
寺
書
庖
・
昭
和
十
八
年
八
月

(
国
)
「
法
然
上
人
絹
博
の
研
究
」
・
法
然
上
人
博
全
集
刊
行
曾
・
昭
和
三
十
六
年
三
月
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(
口
)
「
法
然
上
人
憾
の
成
立
史
的
研
究
(
対
照
縞
)
」
・
知
思
統
・
昭
和
三
十
六
年
三
月

(
児
)
「
法
然
上
人
行
状
輪
銅
〕
に
は
、
し
き
り
に
往
生
の
兆
し
を
訴
え
る
直
実
に
対
し
て
、
用
心
や
誠
み
を
促
す
法
然
の
書
簡
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
口
妻
鏡
い

に
は
、
文
治
三
年
八
月
四
日
、
鶴
間
八
幡
宮
放
生
会
流
鏑
馬
に
お
い
て
的
立
役
を
拒
ん
だ
た
め
に
所
領
を
没
収
さ
れ
た
こ
と
。
建
久
三
年
十
一
月
二
十
五
日
、
久
下

車
光
と
の
地
域
争
論
に
お
い
て
頼
朝
の
前
で
の
弁
明
に
苦
心
し
、
怒
り
に
任
せ
て
調
度
文
醤
を
躍
中
に
投
げ
入
れ
髪
を
断
ち
、
伊
豆
走
湯
山
に
走
っ
た
こ
と
。
同

年
、
彼
を
連
れ
戻
す
た
め
に
人
々
が
符
を
折
っ
た
が
、
結
局
は
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
ぬ
)
吋
わ
ざ
と
ら
し
さ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
1
1
1
言
述
の
す
が
た
1
1
1
」
・
講
談
社
・
一
平
成
六
年
十
一
月

(
却
)
「
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
」
第
五
十
八
号
・
早
稲
田
大
学
文
学
部
・
一
平
成
十
二
年
六
月

(
む
)
「
大
妻
女
子
大
学
紀
要
i
l
i
文
系

l
l」
第
二
十
三
号
・
平
成
三
年
三
月
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