
Title 失われたる古写本の出現 : 「浄瑠璃物語研究」補遺
Sub Title On the discovery of two old manuscripts
Author 森, 武之助(Mori, Takenosuke)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1963

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.14/15, (1963. 1) ,p.47- 57 
JaLC DOI
Abstract
Notes 西脇順三郎先生記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00140001-

0047

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


失
わ
れ
た
る
古
写
本
の
出
現

l
l

「
浄
瑠
璃
物
語
研
究
」
補
遺
ー
ー

オミ二
本本

武
之
助

日
本
の
古
典
を
研
究
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
学
問
的
基
礎
を
確
定
さ
せ
る
よ
う
な
新
資
料
の
出
現
を
待
望
し
て
、

も
し
や
と
、

果
無
い
夢

い
つ
の
日
か
、

を
、
誰
で
も
持
ち
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

家
持
筆
写
の
万
葉
集
祖
本
、
源
氏
物
語
の
道
長
所
持
本
が
、
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
放
言
す
れ
ば
、
バ
カ
げ
た
痴
人
の
夢
と
、

噴
い
も
の
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
大
き
過
ぎ
る
夢
を
捨
て
〉
、
時
代
を
、
や
〉
下
げ
れ
は
、
予
想
も
つ
か
な
か
っ
た
未
知
の
新
資
料
が
、
今
日

我
々
の
眼
前
に
現
れ
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
室
町
期
や
江
戸
期
文
芸
の
未
知
の
資
料

も
し
ば
／
＼
、

聞
き
な
れ
ぬ
題
名
の
書
物
の
姿
に
於
て
、

は
、
昭
和
年
代
に
入
っ
て
後
に
、
お
び
た
Y

し
く
そ
の
数
を
増
し
た
こ
と
は
、
誰
も
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

一
寸
考
え
る
と
、
日
本
の
古
書
は
、
苛
酷
な
天
災
と
、
戦
火
の
為
に
消
滅
の
一
途
を
早
め
、
幸
い
に
埋
れ
残
さ
れ
て
い
た
少
数
も
、
既
に
す
っ
か
り

掘
り
起
さ
れ
、
露
呈
し
尽
し
た
よ
う
な
気
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
、
表
土
は
厚
く
、
意
外
に
底
は
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
だ
／
＼
何
処
か
の
陰
に

今
日
、
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眠
っ
た
ま
〉
生
き
長
ら
え
て
い
る
も
の
が
、
随
分
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
近
頃
つ
く
ん
＼
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
我
々
が
、
そ
れ
ん
t

、
の
専
門
の

上
に
た
っ
て
、
ま
る
で
弥
勅
仏
を
信
ず
る
よ
う
に
、
常
識
を
越
え
る
よ
う
な
、
新
資
料
出
現
の
幻
を
画
き
続
け
て
い
た
と
て
、一
概
に
、
痴
夢
と
噴
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
は
ず
だ
、
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
と
を
記
し
た
く
な
っ
た
わ
け
は
、
ご
く
最
近
、
声
を
大
き
く
し
て
云
う
程
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
の
小
さ
な
夢
の
書
が
、
突
然
、
眼
前
に

そ
の
姿
を
現
わ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

去
る
五
月
二
十
日
の
午
頃
。
私
は
、

一
束
の
郵
便
物
を
、
家
で
受
取
っ
た
。
そ
の
中
に
は
書
簡
と
異
る
、
際
立
っ
て
大
形
の
目
録
本
ら
し
い
つ
〉
み
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
か
ね
て
古
書
臨
時
か
ら
予
告
が
あ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
解
っ
た
の
で
あ
る
。
五
月
二
十
九
日
か
ら
、
日
本
橋
の
百
貨
店
で
聞
か
れ
る
、
古
書
大
即

売
会
の
出
品
目
録
で
あ
る
。
薄
曇
り
の
お
だ
や
か
な
初
夏
の
ひ
る
下
り
、
私
は
、
自
室
で
ゆ
っ
く
り
、
頁
を
繰
り
出
し
た
。

紙
面
一
杯
に
、
ひ
し
め
き
並
ん
で
い
る
書
名
と
そ
の
価
段
付
け
を
み
て
、
感
心
し
た
り
、
或
は
考
え
た
り
、
又
、
善
本
、
珍
本
の
写
真
を
眺
め
た
り
し
て
、

暫
ら
く
時
間
を
過
し
て
い
た
が
、
和
本
の
部
、
六
十
三
頁
に
及
ん
で
、

一
瞬
、
私
は
息
を
呑
ん
だ
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
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四
一
六

異
本

浄
瑠
璃
御
前
物
語

文
禄
慶
長
頃
写

極
大
形
本

四
一
七

異
本

浄
瑠
璃
御
前
物
語

天
正
十
三
年
古
写

極
大
形
古
雅
絵
入

活
字
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
で
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
の
こ
書
に
は
共
に
、
山
崎
美
成
旧
蔵
の
朱
印
記
が
存
在
し
、
前
者
は
流
布
本
の
十
二
段
と
異
り
、
十

六
段
を
有
す
る
異
本
、
後
者
は
、
天
正
十
三
年
と
、
年
記
が
在
る
旨
の
解
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
存
在
し
た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
沓
と
し
て
姿
を
見
失
っ
た
書

が
、
約
一
世
紀
半
を
隔
て
た
今
日
、
し
か
も
二
書
揃
っ
て
出
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
や
が
て
、
私
は
、
動
揺
し
、
狼
狽
し
だ
し
た
。
と
申
す
の
は
、
私
事
に
渡

私
は
、
文
字
通
り
呆
然
と
し
た
。
確
実
な
書
に
記
載
さ
れ
て
い
て
、

り
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
昨
年
、
私
は
浄
瑠
璃
物
語
の
考
察
を
、

一
応
ま
と
め
終
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
乙
の
二
書
に
対
す
る
推
定
の
論
も

記
述
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
私
の
周
章
狼
狽
し
た
わ
け
は
、
既
に
記
述
し
た
こ
の
二
書
に
対
す
る
百
分
の
推
論
が
、
覆
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
為
で
は



な
い
。
そ
ん
な
と
と
は
、
と
る
に
た
ら
ぬ
。
出
会
う
こ
と
な
ど
夢
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
の
二
書
の
名
を
目
録
中
に
発
見
し
て
、
た
Y

に
陸
目
し
て
、
な

す
と
こ
ろ
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
し
て
私
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
な
ん
と
し
て
で
も
、
乙
の
書
を
自
分
の
手
に
と
り
、
自
分
の
眼
で
見
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
心
に
思
っ
た
。
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
。
価
段
は
、
合
計
数
十
万
の
金
額
で
あ
る
。
が
、
例
え
そ
の
都
合
が
つ
い
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
は
、
金
策
だ
け
す
れ
ば
、
そ
れ
で

時
、
よ
く
見
て
決
め
る
な
ど
と
い
う
、

決
定
し
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
理
由
は
、
今
度
の
古
書
の
売
立
は
、
即
売
会
で
あ
っ
て
、
入
札
会
で
は
な
い
か
ら
だ
。
す
る
と
、
下
見
の

一
番
足
早
く
会
場
に
定
り
着
き
、

悠
長
な
眼
は
な
い
。

一
番
手
早
く
書
物
を
握
っ
た
者
の
勝
利
な
の
で
あ
る
。そ
し

て
、
名
も
知
ら
ぬ
個
人
の
架
書
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
又
い
つ
の
日
か
見
る
乙
と
を
得
る
か
。
ま
ず
望
は
無
い
だ
ろ
う
。
な
ん
と
か
し
て
、
姿
を
現
わ
し
て

い
る
今
の
う
ち
に
、
一
読
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
目
録
に
出
た
乙
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
見
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
、
な
ど
の
弁
解
は
許
さ
れ
な
い
。

如
何
な
る
手
段
で
、
そ
れ
を
達
す
る
か
。

私
は
、
間
も
な
く
、
結
論
に
至
っ
た
。
乙
の
二
重
三
重
の
難
関
を
突
破
す
る
乙
と
は
、
非
力
な
私
一
人
で
、
よ
く
す
る
と
と
で
は
な
い
。
強
力
な
諸
彦
の
、
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各
方
面
か
ら
の
、
御
援
助
を
願
う
以
外
は
な
い
。
そ
乙
で
、
私
は
、
す
ぐ
外
出
の
用
意
を
し
た
。

II 

「
文
政
七
年
八
月
」
と
い
う
か
ら
、
今
か
ら
凡
そ
、
百
三
、
四
十
年
前
の
昔
で
あ
る
。
滝
沢
馬
琴
は
、
松
羅
館
主
人
（
西
原
好
和
）
、
海
業
庵
（
関
思
亮
）
、

南
無
仏
庵
（
中
村
景
蓮
）
等
と
謀
っ
て
、
友
人
五
、
六
名
、
各
自
秘
蔵
の
古
書
画
、
古
器
を
携
え
て
一
堂
に
会
し
展
覧
す
る
、「
耽
奇
会
」
の
第
一
回
を
開
い

た
。
そ
し
て
、
乙
の
耽
奇
会
は
、
続
い
て
毎
月
開
催
さ
れ
、
翌
、
文
政
八
年
ま
で
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
如
何
に
も
、
太
平
の
江
戸
に
往
ん
だ
騒
人
に
ふ

さ
わ
し
い
、
好
事
の
企
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
、
乙
の
会
員
達
は
、
展
覧
の
後
を
、
そ
の
時
だ
け
の
乙
と
と
し
て
忘
れ
る
に
ま
か
セ
ず
、
そ
の
度
毎
に
、
出
品

物
の
図
本
を
作
り
、
考
証
を
附
し
て
筆
録
し
、
各
人
回
覧
の
便
を
採
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
伝
本
は
二
、
三
あ
る
ら
し
い
が
、
そ
の
一
つ
に
馬
琴
編
の
「
耽

奇
漫
録
」
五
巻
本
が
あ
る
。
馬
琴
は
、
と
の
書
に
序
し
て
、
次
の
如
く
云
う
。

乙
の
会
は
、
甲
申
の
春
ハ
文
政7
）
よ
り
乙
酉
（
文
政
8

）
の
冬
十
一
月
ま
で
、
凡
二
十
会
に
し
て
詑
り
ぬ
。
そ
の
一
会
毎
に
図
本
を
合
し
て
二
十
巻
に



し
て
、
蔵
葬
せ
る
も
の
は
、
亡
友
海
業
庵
以
下
、
多
く
あ
ら
す
と
云
。
乙
〉
に
は
績
に
十
会
評
の
図
本
あ
り
、
今
、
合
し
て
五
巻
と
す
。

現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
、
そ
の
謄
本
は
存
在
す
る
し
、
乙
の
書
を
そ
の
ま
〉
オ
フ
セ
ッ
ト
に
し
た
複
製
本
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

見
た
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
回
の
時
の
記
事
に
、
次
の
知
き
記
載
が
あ
る
。

浄
瑠
璃
御
前
物
語
絵
入
古
写
本

乙
の
物
語
は
、
豊
臣
太
閣
の
御
時
、
を
の
、
ふ
於
通
と
い
ふ
女
房
の
御
台
の
お
ほ
せ
を
ゆ
つ
け
て
、
三
河
国
矢
橋
の
宿
長
か
娘
、
浄
瑠
璃
姫
の
こ
と
を
十
二
段

の
草
子
に
作
り
し
な
り
、
の
ち
に
、
こ
れ
に
節
は
か
せ
を
つ
け
て
、
唄
ひ
も
の
と
な
し
た
る
と
い
へ
り
、
世
に
浄
瑠
璃
と
い
ふ
う
た
ひ
も
の
は
、
乙
れ
を

起
源
と
す
、
と
い
へ
れ
と
猶
、
享
禄
天
文
の
こ
ろ
、
既
に
浄
る
り
と
い
ふ
、
う
た
ひ
も
の
〉
名
目
見
ゆ
れ
は
、
此
物
語
よ
り
、
そ
の
名
の
始
れ
る
に
あ
ら

さ
る
を
し
る
へ
し
、
く
は
し
き
事
は
、
予
、
別
に
考
あ
る
事
、
長
け
れ
は
、
こ
〉
に
も
ら
し
つ

乙
の
草
子
は
、
板
行
の
世
に
行
れ
た
り
し
巳
前
の
も
の
也
、
う
っ
せ
る
年
代
、
い
ま
だ
詳
な
ら
す
、
但
、
文
は
流
布
の
板
本
に
異
な
る
事
も
な
け
れ
ば
、

そ
し
て
、
原
本
中
の
挿
画
二
葉
を
、
彩
色
を
付
し
て
載
せ
て
い
る
。
一
葉
は
、
御
曹
子
が
横
笛
を
吹
い
て
い
る
図
で
あ
っ
て
、
そ
の
右
肩
上
に
「
笛
の
だ

-50-

と
〉
に
う
つ
し
出
さ
ぬ
也

ん
」
と
い
う
文
字
が
見
え
る
。
二
葉
目
は
、
浄
瑠
璃
姫
が
、
女
房
達
と
管
絃
し
て
い
る
図
柄
で
あ
る
。原
本
の
文
章
の
所
を
模
写
し
た
も
の
は
、
残
念
な
が

ら
、
無
い
。
そ
し
て
、
乙
の
書
の
出
品
者
は
、
好
問
堂
山
崎
美
成
で
あ
る
。

山
崎
美
成
は
、
江
戸
下
谷
長
者
町
の
薬
舗
主
で
あ
る
が
、
和
漢
古
今
の
書
を
渉
猟
し
た
博
学
の
者
で
、
晩
年
、
乙
の
為
に
禄
仕
し
た
程
の
学
者
で
あ
る
。
そ

し
て
、
浄
瑠
璃
物
語
に
つ
い
て
も
発
言
が
あ
り
、
そ
の
著
「
麓
の
花
」
に
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

余
、
寛
永
の
此
の
印
本
に
て
、
十
二
段
草
子
と
う
は
ぷ
み
せ
る
、
三
冊
の
も
の
を
、
も
た
り
。
ま
た
外
に
、
浄
瑠
璃
物
語
の
古
写
本
二
本
、
及
び
、
近
き

写
本
一
本
を
お
さ
む
。
各
異
同
あ
る
が
中
に
、
い
た
く
違
へ
る
は
、
天
正
頃
の
写
本
に
は
、
十
六
段
に
わ
か
て
り
。
そ
の
う
へ
、
文
も
、
乙
と
に
な
が
や

か
に
、
書
な
し
た
り
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
薬
師
十
二
神
を
象
る
と
い
ふ
は
妄
な
る
乙
と
し
る
べ
し

又
、
こ
の
記
述
に
相
呼
応
し
た
如
く
、
柳
亭
種
彦
の
著
、
「
足
薪
翁
之
記
」
巻
三
中
に
、
次
の
如
き
条
が
あ
る
。

｜
｜
又
、
友
人
の
蔵
書
に
、
十
六
段
本
あ
り
、
御
ざ
う
し
、
ひ
た
〉
れ
乞
の
段
は
、
他
本
に
見
え
ず
。
か
く
さ
ま
作
＼
の
異
本
あ
れ
ど
、
み
な
天
正
前
の



添
削
と
お
ほ
し
く
、
俗
言
の
内
に
雅
あ
り
。
い
づ
れ
か
原
本
な
ら
む
。
今
は
考
へ
難
し
。

以
上
の
、
三
つ
の
古
記
録
を
、
乙
〉
に
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
乙
と
が
確
定
さ
れ
る
。

H
、
山
崎
美
成
は
、
浄
瑠
璃
物
語
の
写
本
、
刊
本
を
数
種
所
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
か
ら
、
絵
入
古
写
本
一
本
を
選
択
し
て
、
耽
奇
会
に
出
品
し
た
。
そ

の
本
は
、
刊
本
出
現
以
前
の
古
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
は
流
布
本
と
同
じ
で
あ
る
。

同
、
山
崎
美
成
は
、
そ
の
所
持
す
る
浄
瑠
璃
物
語
諸
本
の
う
ち
、
本
文
が
他
と
比
べ
て
長
く
、
且
、
大
変
に
異
っ
て
い
る
十
六
段
分
割
本
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
筆
写
年
代
は
天
正
頃
だ
と
い
う
。

同
、
柳
亭
種
彦
は
、
或
る
、
自
分
の
友
人
は
、
十
六
段
分
割
の
浄
瑠
璃
物
語
を
所
持
し
て
い
て
、
そ
れ
に
は
「
御
ざ
う
し
ひ
た
〉
れ
乞
の
段
」
と
い
う
条
が

あ
り
、
乙
れ
は
、
乙
の
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
、
と
報
じ
て
い
る
。

以
上
の
三
つ
の
記
述
に
対
し
て
、
私
は
、
そ
れ
んi
k

次
の
如
く
考
え
た
。

H 

「
耽
奇
漫
録
」
に
載
る
と
こ
ろ
の
こ
葉
の
挿
画
の
模
写
を
み
る
と
、
古
い
奈
良
絵
本
ら
し
い
と
思
え
る
が
、
原
本
の
本
文
は
、
流
布
本
ー
ー
た
ぶ
ん
後
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の
刊
本
の
意
味
で
あ
ろ
う
l

！
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
点
、
又
、
挿
画
中
の
御
曹
子
の
肩
の
辺
り
に
「
笛
の
だ
ん
」
と
筆
跡
が
あ
る
が
、
か
、
ふ
る
場
所
に
段
名

の
標
目
を
の
み
記
し
た
の
は
、
例
を
み
な
い
し
、
字
体
も
、
ど
う
や
ら
新
し
い
よ
う
で
あ
る
。
乙
の
二
点
が
、
知
何
に
も
不
審
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
〉
か
げ

ん
な
本
で
は
な
い
、
は
ず
で
あ
る
。
美
成
は
、
所
持
本
中
、
最
も
稀
観
と
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
耽
奇
会
に
出
品
し
た
の
で
あ
る
。

同
、
山
崎
美
成
は
、
そ
の
頃
、
天
正
筆
写
の
十
六
段
分
割
本
を
、
所
持
し
て
い
た
、
と
い
う
点
の
み
確
認
す
る
に
止
る
。
但
し
、
そ
の
本
は
、
本
文
が
他
の

本
と
「
い
た
く
違
へ
る
」
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
流
布
本
と
同
じ
本
文
を
有
す
る
耽
奇
会
出
品
本
と
は
、
別
の
本
で
あ
る
乙
と
は
、
確
実
で
あ
る
。
十
六
段

分
割
本
は
、
現
在
、
赤
木
文
庫
蔵
、
室
町
末
期
筆
写
の
絵
巻
以
外
に
、
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
乙
の
二
つ
は
別
で
あ
ろ
う
か
ら
、
十
六
段
分
割
の
浄
瑠
璃
物
語

は
、
少
く
と
も
二
種
類
あ
っ
た
乙
と
に
な
る
。

同
、
柳
亭
種
彦
の
い
う
、
十
六
段
分
割
本
を
持
っ
て
い
た
「
友
人
」
と
は
誰
で
あ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
、
山
崎
美
成
と
考
え
て
、
誤
り
な
い
と
は
思
う
が
、
絶
対

と
は
云
え
ぬ
。
そ
し
て
、
云
う
と
こ
ろ
の
「
御
ざ
う
し
ひ
た
〉
れ
乞
の
段
」
と
は
何
か
。
赤
木
文
庫
絵
巻
を
始
め
と
し
て
、
他
本
に
も
、
そ
の
片
鱗
さ
え
見
ら

れ
ぬ
。
文
政
期
の
種
彦
よ
り
、
昭
和
期
の
私
の
方
が
、
浄
瑠
璃
物
語
の
諸
本
を
、
数
多
く
見
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
以
後
、
ま
っ
た
く
姿
を
見
失
い



埋
れ
て
し
ま
っ
た
、
非
常
に
独
自
な
一
異
本
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

耽
奇
会
に
出
品
し
た
不
思
議
な
絵
入
古
写
本
、

「
い
た
く
異
へ
る
」
十
六
段
分
割
本
、
こ
の
確
か
に
過
去
に
存
在
し
て
い
た
美
成
所
持
の
二
書
は
、そ
の

後
、
何
時
、
何
処
へ
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
塵
に
ま
ぎ
れ
腐
ち
失
せ
た
か
、
煙
と
化
し
て
空
に
昇
っ
た
か
。

市
凪

一
瞬
に
し
て
、
人
の
海
と
化
し
た
。
そ
し
て
即
時
に
、
乙
の
二
書
の
帰
趨

五
月
二
十
九
日
。
午
前
十
時
の
開
場
と
同
時
に
、
古
書
即
売
会
の
広
い
会
場
は
、

一
本
は
、
某
大
図
書
館
に
、一
本
は
、

も
決
定
し
た
。
幸
運
に
も
、
乙
の
ニ
書
は
、
そ
れ
が
落
附
く
に
ふ
さ
わ
し
い
所
に
、
美
事
に
至
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

有
力
な
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
余
慶
は
私
が
頂
戴
し
、
乙
〉
に
、
ゆ
っ
く
り
と
二
書
の
書
型
を
記
せ
る
の
で
あ
る
。

し
？
っ
る
り
御
前
物
語

冊
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装
偵
。

大
形
奈
良
絵
本
。

鳥
の
子
紙
。
竪
三
十
七
糎
。
横
二
十
三
・
二
糎
。

表
紙
。

題
策
。

本
文
。

丁
数
。

画
図
。

鳥
の
子
紙
。

「
し
ゃ
う
る
御
前
物
語
」
と
、
中
央
に
墨
書
。
但
、
本
文
と
別
筆
。
又
、
左
下
部
に
「
上
」
と
あ
れ
ど
、
別
筆
。

な
し
。

十
一
行
。
巻
末
部
分
に
は
十
三
行
も
あ
り
。
一
行
約
二
十
五
六
字
。

二
十
七
丁
半
。
（
六
段
以
下
を
欠
く
。
〉

四
オ
。
四
ウ
五
オ
（
見
開
）
。六
ウ
七
オ
。
八
ウ
九
オ
。
十
オ
。
十
ウ
十
一
ォ
。
十
四
ォ
。
十
四
ゥ
。
十
五
ウ
十
六
オ
。
十
七
ウ
十
八
オ
。
ニ

十
一
ォ
。
二
十
一
ゥ
。
二
十
三
ウ
二
十
四
ォ
。
絵
は
雅
拙
な
れ
ど
、
胡
粉
厚
く
残
り
色
彩
美
し
。

室
町
末
期
。
巻
末
ハ
二
十
七
オ
〉
に
本
文
と
や
〉
離
れ
て
「
天
正
十
三
五
月
日
」
と
あ
る
が
、
墨
色
も
異
り
別
筆
と
思
え
る
。

筆
写
年
代
。

印
記
。

表
紙
右
肩
に
「
野
島
蔵
書
」
の
朱
方
印
。
一
ノ
オ
右
下
に
「
好
問
堂
」
の
長
円
朱
印
。



大
形
写
本
。

装
憤
。

表
紙
。

題
策
。

本
文
。

丁
数
。

画
図
。

筆
写
年
代
。

印
記
。

し
ゃ
う
る
り
御
せ
ん
物
語

一
冊
。

椿
紙
袋
綴
。
竪
三
十
一
・
一
糎
。
横
二
十
三
糎
。

椿
紙
（
改
装
〉
。
「
し
ゃ
う
る
り
御
せ
ん
物
語
」
と
中
央
に
墨
書
。
左
下
部
に
「
下
」
と
あ
り
、
絵
入
大
形
本
と
同
じ
で
あ
り
、
同
筆
と
思
う
。

な
し
。

十
二
行
。
一
行
約
二
十
二
、
三
字
。

六
十
了
。

な
し
。室

町
末
期
。
但
、
絵
入
大
形
本
よ
り
下
る
と
恩
わ
る
。

「
野
島
蔵
書
」
、
「
好
関
堂
」
朱
印
、
絵
入
大
形
本
と
、
ま
っ
た
く
同
一
。
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絵
入
大
形
写
本
は
、
堂
々
た
る
書
籍
で
、
挿
画
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
正
し
く
「
耽
奇
漫
録
」
に
載
せ
た
書
で
、
本
書
の
挿
画
十
五
ウ
十
六
オ
が
模
写

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
私
が
不
審
に
思
っ
た
「
笛
の
だ
ん
」
の
字
は
、
臨
写
の
折
の
さ
か
し
ら
で
あ
っ
た
。
原
本
に
は
影
も
な
い
。
真
に
、
百
聞
一
見
に

如
か
ず
で
あ
る
。

本
文
を
読
ん
で
検
討
す
る
と
、
乙
の
書
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の
大
形
絵
入
写
本
と
同
系
統
、
と
云
う
よ
り
、
ま
っ
た
く
同
文
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ

る
。
す
る
と
、
二
書
ど
ち
ら
が
、
よ
り
古
い
か
の
問
題
に
も
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
二
書
の
形
態
か
ら
見
て
の
、
そ
の
前
後
は
知
ら
な
い
。
筆
跡
、
墨
色
、
紙
、

書
型
を
眺
め
て
、
経
験
と
勘
を
手
頼
り
に
決
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ご
く
近
接
す
る
年
代
の
差
異
を
主
張
し
て
も
、
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
本
文
を

比
較
し
て
の
特
色
は
見
出
せ
ぬ
か
と
い
う
と
、
大
東
急
文
庫
本
に
存
在
す
る
数
多
い
術
字
が
、
と
れ
に
は
無
い
。
そ
れ
に
語
句
に
於
て
、
と
ち
ら
の
方
が
、
や

〉
正
し
く
な
っ
て
い
る
。
と
の
点
、
桜
井
慶
二
郎
氏
蔵
本
と
同
一
の
よ
う
に
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
勿
論
、
乙
れ
は
、
そ
れ
よ
り
ぐ
ん
と
古
い
。
ほ
ん
の

少
し
存
在
す
る
異
同
の
語
句
か
ら
、
何
か
手
掛
り
を
探
し
出
せ
な
い
か
と
詮
索
す
る
と
、
例
え
ば
、
大
東
急
蔵
本
は
「
い
る
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
と
ち
ら



は
「
い
ろ
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
犬
筑
波
集
の
古
本
な
ど
「
い
る
り
」
を
用
い
て
い
る
か
ら
、

「
い
ろ
り
」
の
方
が
、
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
辞
書

に
当
っ
て
み
る
と
、
天
正
十
八
年
節
用
集
は
「
い
る
り
」
を
載
せ
、
鰻
頭
屋
本
は
「
い
ろ
り
」
を
載
せ
て
い
る
。
し
か
く
、
簡
単
に
は
い
か
な
い
。

乙
の
書
と
同
系
の
も
の
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
以
外
に
、
天
理
図
書
館
蔵
の
一
本
が
あ
る
。
大
東
急
本
と
天
理
本
は
、

一
卵
隻
生
児
と
も
、
又
、
う
り
二

つ
の
親
子
と
も
思
え
る
関
係
に
あ
る
。
そ
と
へ
又
々
、
異
母
兄
ぐ
ら
い
に
当
る
、
乙
の
美
成
旧
蔵
本
が
出
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
唯
、
返
す
／
＼
も
残
念
な
乙

と
は
、
解
題
に
記
し
た
如
く
、
乙
れ
は
、
十
二
段
の
後
半
を
欠
く
零
本
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
未
だ
疑
問
に
残
る
こ
と
は
、
流
布
本
と
本
文
は
変
ら
ぬ
と
い
う
「
耽
奇
漫
録
」
の
記
載
で
あ
る
が
、
勿
論
同
じ
物
語
の
諸
本
で
あ
る
か
ら
、
す
じ

は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
当
時
は
、
細
い
語
句
の
異
同
な
ど
問
題
に
し
て
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
解
決
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
大
東
急
系
の
本
は

「
吹
上
」
を
欠
く
と
い
う
大
き
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
天
理
本
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
桜
井
氏
本
も
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
流
布
本
と
称
す
る
も
の
に

「
吹
上
」
を
欠
く
も
の
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
美
成
旧
蔵
本
は
、
比
較
す
べ
き
後
半
を
元
来
か
ら
欠
い
て
い
た
か
ら
、
そ
う
－
記
述
し
た
の
か
。
今
の
私
に

他
の
一
書
、
十
六
段
割
分
本
は
、
美
成
の
云
う
如
く
他
本
と
「
い
た
く
違
へ
る
」
本
で
あ
り
、
種
彦
の
云
っ
た
「
御
ざ
う
し
ひ
た
〉
れ
乞
の
段
」
に
当
る
条
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は
、
こ
れ
以
上
は
云
う
乙
と
を
持
っ
て
い
な
い
。

も
正
に
存
在
す
る
、
待
望
の
書
で
あ
っ
た
。
且
、
「
な
が
や
か
に
書
き
な
が
し
」
た
、
浄
瑠
璃
物
語
諸
本
中
の
最
長
篇
で
あ
っ
た
。
同
じ
十
六
段
分
割
で
も
、

赤
木
文
庫
蔵
絵
巻
は
、
特
異
説
話
の
挿
入
と
い
う
点
を
除
き
、
そ
の
脚
色
は
、
十
二
段
構
成
の
も
の
の
埼
外
に
出
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
乙
の
書

は
、
「
吹
上
」
の
後
に
、
御
曹
子
の
奥
州
入
り
、
浄
瑠
璃
姫
の
自
害
を
語
り
、
母
の
長
者
の
入
水
を
語
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
、
改
造
と
云
う
べ

き
か
、
書
継
ぎ
と
称
す
べ
き
か
、
と
に
か
く
著
し
く
、
い
ぢ
り
廻
さ
れ
た
本
文
を
有
す
る
異
本
の
例
は
、
唯
一
（
J

、
熱
海
美
術
館
蔵
絵
巻
十
二
巻
が
あ
る
。
こ

の
絵
巻
も
、

「
吹
上
」
の
後
を
語
り
、
御
曹
子
が
平
家
追
討
の
途
上
、
矢
作
に
て
浄
瑠
璃
姫
の
墓
所
に
詣
で
る
、
所
調
、

「
五
輪
く
だ
き
」
が
語
ら
れ
、
最
後

は
、
母
の
長
者
の
柴
漬
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
記
す
と
、
二
書
は
如
何
に
も
近
似
し
て
い
る
如
く
に
、
と
れ
る
が
、
実
は
書
継
ぎ
の
部
分
に
、
著
し
く
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
熱

海
美
術
館
絵
巻
の
「
吹
上
」
の
部
分
は
、
長
門
橡
正
本
「
ふ
き
あ
け
」
を
採
用
し
、
そ
れ
に
続
け
て
「
五
輪
く
だ
き
」
の
条
は
、
南
無
右
衛
門
正
本
と
思
え
る

「
下
リ
八
島
」
の
四
段
目
後
半
か
ら
六
段
固
ま
で
を
、
詳
細
に
写
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
長
者
の
柴
漬
の
み
が
、
独
自
の
添
加
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
独



自
な
添
加
は
、
数
百
字
程
度
の
記
述
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
美
成
本
は
、
「
吹
上
」
以
下
の
独
自
の
記
述
は
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
十
五
、
六
枚

に
及
ぶ
量
を
占
め
、
そ
の
秀
衡
入
り
の
部
分
は
、
確
か
に
伊
勢
島
宮
内
の
「
ふ
き
あ
け
ひ
て
ひ
ら
入
」
に
近
似
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
熱
海
絵
巻
の
知

く
、
正
本
を
引
写
し
し
た
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。
且
、
浄
瑠
璃
姫
は
御
曹
子
に
侮
辱
さ
れ
た
と
感
じ
、
「
へ
い
け
か
た
の
、
も
ん
じ
ゅ
の
ま
い
」
の
謹
言

の
為
に
自
害
す
る
の
で
あ
る
。
母
の
長
者
は
、
熱
海
美
術
館
絵
巻
で
は
敵
役
に
廻
り
、
刑
死
す
る
の
で
あ
る
が
、
美
成
本
に
於
て
は
、
愛
姫
の
死
を
悲
し
む
あ

ま
り
入
水
す
る
と
云
う
、
真
に
独
自
な
、
不
思
議
な
す
じ
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
熱
海
美
術
館
の
絵
巻
は
、
書
継
ぎ
の
製
作
を
、
古
浄
瑠
璃
正
本
に
依
頼

し
て
し
ま
っ
た
が
、
美
成
の
十
六
段
本
は
、
多
く
の
怒
意
の
語
り
を
、
新
し
く
創
り
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
で
あ
ろ
う
、
熱
海
美
術
館
絵
巻
の
文
は
、

さ
す
が
に
整
備
さ
れ
、
よ
く
通
る
が
、
美
成
本
は
、
「
吹
上
」
以
下
に
至
る
と
、
語
句
の
不
善
、
文
脈
の
乱
れ
が
、
所
々
に
、
眼
に
付
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

物
語
の
最
終
個
所
ー
ー
そ
の
〉
ち
は
、
き
た
山
の
御
せ
ん
と
し
て
、
乙
れ
も
か
く
れ
ぬ
、
め
い
し
ん
な
れ
は
、
そ
れ
に
、
乙
〉
ろ
を
’
つ
つ
し
、
あ
さ
か
ら
ぬ
ち

も
う
、
浄
瑠
璃
姫
物
語
を
逸
脱
す
る
方
向
に
、

き
り
を
、
乙
め
た
ま
ひ
て
、
て
ん
か
を
、

お
さ
め
た
ま
ひ
け
る
ー
ー
な
ど
は
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
い
る
も
の

乙
の
美
成
十
六
段
本
の
出
現
に
よ
っ
て
、
浄
瑠
璃
物
語
の
書
継
き
、
改
造
が
、
意
外
に
古
く
行
わ
れ
て
い
た
乙
と
を
、
私
は
教
え
ら
れ
た
。
今
ま
で
、
漫
然
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と
、
云
え
よ
う
。

と
、
近
世
初
頭
頃
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
取
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
省
す
れ
は
、
或
は
と
れ
は
自
明
の
乙
と
と
も
云
え
る
。
そ
れ
は
、
他
の

多
く
の
判
官
説
語
の
分
葉
は
、
既
に
室
町
期
に
成
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
唯
、
既
に
「
浄
瑠
璃
物
語
研
究
」
で
述
べ
た
通
り
、
乙
の
物
語
は
、

「
吹
上
」
を
添
加
し
て
終
る
の
が
、
本
格
的
な
古
い
構
造
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
例
え
乙
の
書
が
出
現
し

「
申
子
」
を

冒
頭
と
し
、
御
曹
子
の
求
愛
を
艶
書
調
で
飾
り
、

た
今
も
、
変
え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

私
は
、
い
つ
も
「
秋
夜
長
物
語
」
を
羨
し
い
と
思
っ
て
い
た
。
「
秋
夜
長
物
語
」
の
古
写
本
類
は
、
浄
瑠
璃
物
語
の
そ
れ
の
如
き
、
室
町
末
期
写
本
ど
と
ろ

で
は
な
い
。
天
文
、
明
応
、
嘉
吉
に
上
り
、
つ
い
に
永
和
三
年
と
い
う
実
に
一
三
七
七
年
の
古
写
本
に
至
る
の
で
あ
る
。
が
、
私
も
、
乙
の
失
わ
れ
た
二
書
の

再
出
現
に
力
を
得
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
浄
瑠
璃
物
語
の
、
よ
り
古
い
写
本
出
現
の
夢
を
続
け
て
よ
い
の
だ
と
、
信
じ
ら
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
美
成
の
十
六
段
本
以
外
ま
っ
た
く
他
本
に
無
い
、
種
彦
の
云
う
「
御
ざ
う
し
ひ
た
〉
れ
乞
の
段
」
に
当
る
部
分
を
翻
刻
し
て
、
と
の
稿
を
終
ろ
う

と
思
う
。
賛
言
を
添
え
る
と
、
乙
の
条
は
、
文
芸
手
法
と
し
て
室
町
期
文
芸
の
「
も
の
揃
え
」
と
も
云
う
べ
き
一
典
型
で
、
な
ん
の
独
自
性
も
な
い
が
、
話
は



淘
に
ヒ
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
、
聞
の
抜
け
た
と
評
す
べ
き
か
、
お
読
み
下
さ
れ
ば
お
解
り
の
如
く
、
ま
る
で
田
舎
を
出
て
東
京
に
下
宿
し
て
い
る
学
生
が
、
お
母
さ

ん
に
脊
広
を
ね
だ
る
よ
う
な
話
で
、
そ
れ
も
、
お
母
さ
ん
の
常
盤
が
十
着
の
直
垂
を
送
っ
た
の
に
牛
若
丸
は
、一
つ
一
つ
に
難
癖
を
つ
け
て
着
な
か
っ
た
と
い

ぅ
、
途
方
も
な
い
話
で
あ
る
。
こ
ん
な
話
は
、
た
ぶ
ん
西
脇
順
三
郎
先
生
の
お
好
み
に
合
い
そ
う
だ
と
思
い
、
ま
づ
先
生
の
お
笑
い
の
種
に
も
な
ら
ば
と
、
乙

、
ふ
に
写
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

「
さ
る
ほ
と
に
、
御
さ
う
し
は
、
と
し
七
さ
い
の
、
は
る
の
乙
ろ
よ
り
も
、
く
ら
ま
の
て
ら
へ
そ
、
の
ほ
ら
れ
け
る
。
く
ら
ま
の
て
ら
と
申
は
、
は
う
の

か
す
は
、
七
百
は
う
、
ち
こ
の
か
す
は
、
三
百
人
、
中
に
も
、
へ
い
け
の
ち
乙
七
十
六
人
、
お
は
し
け
る
か
、
あ
り
け
る
ひ
る
の
、
つ
れ
／
＼
に
、
ひ
と

ま
と
こ
ろ
に
、
あ
つ
ま
り
て
、
い
か
に
か
た
／
＼
、
き
こ
し
め
せ
、
こ
の
山
と
申
は
、
っ
き
に
六
と
の
、
し
ゆ
っ
し
も
あ
り
け
れ
は
、
六
つ
の
小
袖
に
、

六
く
の
ひ
た
〉
れ
、
き
か
へ
／
＼
て
、
し
ゆ
っ
し
を
申
事
な
れ
と
、
し
ゃ
な
わ
う
と
の
と
申
は
、
い
つ
も
た
〉
、
あ
か
ふ
か
き
乙
そ
て
、
ひ
と
つ
に
、
ふ

る
き
ひ
た
〉
れ
一
く
に
て
、
六
と
の
し
ゆ
っ
し
は
、
め
さ
れ
け
る
。
し
ゃ
な
わ
う
と
の
に
、
に
あ
ひ
た
る
、
あ
た
な
を
つ
け
て
、
わ
ら
は
ん
と
て
、
へ
い

ハ
マ
マ
）

け
か
た
に
、
む
ね
と
も
ち
い
る
、
か
と
わ
き
と
の
〉
御
し
そ
く
に
、
な
を
は
、
は
な
わ
か
と
の
と
申
せ
し
か
、
乙
れ
に
、
に
あ
ひ
た
、
あ
か
ら
そ
か
は
、- 56-

む
し
の
な
か
に
、
み
む
の
し
と
申
と
そ
、
四
せ
つ
に
、
い
し
ゃ
う
を
、
か
へ
さ
れ
は
、
し
ゃ
な
わ
う
と
の
を
、
み
の
む
し
ち
と
と
、
よ
は
ん
と
て
、
い
ち

と
に
と
っ
と
、
わ
ら
は
れ
け
る
。

し
ゃ
な
わ
う
と
の
は
、
と
き
な
ら
ぬ
、
か
ほ
に
も
み
ち
を
、
ひ
き
ち
ら
し
、
ひ
と
ま
と
こ
ろ
に
、
た
ち
入
て
、
な
さ
け
な
ふ
も
、
わ
ら
は
れ
候
物
か
な
と

て
、
お
ほ
し
め
す
ま
〉
の
事
の
は
を
、
乙
ま
／
＼
と
あ
そ
は
し
て
、
は
〉
の
、
と
き
わ
へ
、
お
く
ら
れ
け
る
。

と
き
は
、
こ
の
よ
し
御
ら
ん
し
て
、
な
み
た
に
む
せ
は
せ
、
た
ま
ひ
つ
〉
、
み
や
こ
の
う
ち
の
、
ぬ
ひ
て
を
そ
ろ
へ
、
十
く
の
ひ
た
つ
れ
を
そ
、
ぬ
わ
れ

た
り
。
一
に
は
、
ま
つ
の
こ
ほ
く
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
こ
に
は
、
ま
せ
に
、
乙
き
く
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
三
に
は
、
ね
さ
〉
に
、
を
さ
〉
お
、
ぬ
わ
れ
た

り
。
四
に
は
、
い
そ
に
、
な
み
、
な
き
さ
に
、
ち
と
り
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
五
に
、
た
つ
し
ら
な
み
に
、
ほ
か
け
ふ
ね
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
六
に
、
す
み

よ
し
の
、
ま
つ
の
こ
す
ゑ
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
七
に
、
し
〉
に
、
さ
う
を
そ
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
八
に
、

一
む
ら
す
〉
き
に
、
ふ
ち
の
は
な
を
、
ぬ
わ
れ
た

り
。
九
に
、
あ
き
の
野
に
、
か
う
ろ
き
、
は
た
お
り
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
十
に
、
た
っ
た
か
わ
に
、
あ
し
の
お
ち
は
を
、
ぬ
わ
れ
た
り
。
十
く
の
、
ひ
た
h

れ
を
、
く
ら
ま
の
て
ら
、
う
し
わ
か
と
の
へ
そ
、
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
。



う
し
わ
か
、
乙
の
よ
し
御
ら
ん
し
て
、
ま
つ
に
乙
ほ
く
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
五
十
は
か
り
の
ひ
と
の
き
て
乙
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
ま
せ
に
乙
き
く
を
、
ぬ

う
た
る
は
、
廿
は
か
り
の
ひ
と
の
き
て
と
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
ね
さ
〉
に
お
さ
〉
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
か
な
と
と
申
せ
は
、
い
ま
わ
し
ゃ
。
い
そ
に
な

み
、
な
き
さ
に
ち
と
り
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
あ
ま
ひ
と
き
て
乙
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
た
つ
し
ら
な
み
に
、
ほ
か
け
ふ
ね
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
せ
ん
た
う
き

て
と
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
す
み
吉
の
ま
つ
の
と
の
ま
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
乙
れ
ま
た
、
み
や
乙
に
、
ぉ
、
ふ
か
り
け
り
。
し
〉
に
、
さ
う
を
、
ぬ
う
た
る

は
、
山
ひ
と
き
て
乙
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
一
む
ら
す
〉
き
に
、
ふ
し
の
は
な
を
、
ぬ
う
た
る
は
、
さ
う
し
き
て
乙
そ
、
に
あ
ひ
た
れ
。
あ
き
の
野
に
、
か

う
ろ
き
、
は
た
お
り
、
ぬ
う
た
る
は
、
乙
れ
ま
た
、
あ
ま
り
、
お
ひ
／
＼
し
、
た
っ
た
か
わ
に
、
あ
し
の
お
ち
は
を
、
ぬ
う
た
る
わ
、
み
な
も
と
け
ん
し

の
、
た
い
し
ゃ
う
、
う
し
わ
か
、
か
と
い
て
に
、
お
ち
は
と
申
す
は
、
い
ま
は
し
し
。
き
る
へ
き
ひ
た
〉
れ
、

一
く
も
な
し
と
て
、
も
と
さ
れ
け
る
。
そ

の
h

ち
、
け
も
ん
し
ゃ
を
、
乙
の
ま
れ
け
る
。
」

与
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