
近
世
文
学
と
楽
器
の
繋
が
り

一
、
は
じ
め
に

本
論
文
は
、
馬
琴
読
本
に
お
け
る
楽
器
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
作
品
に
は
楽
器
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多

く
、
楽
器
一
つ
一
つ
が
話
の
内
容
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
琴
は
男
性
と
女
性
と
が
出
会
う
切
っ
掛
け
を
な
す

も
の
と
し
て
、
ま
た
、
笛
は
不
思
議
な
出
来
事
が
起
こ
る
前
兆
を
示

す
も
の
、
一
般
の
人
聞
を
超
越
す
る
力
を
持
っ
た
人
物
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
琴
に
つ
い
て
は
『
椿
説

弓
張
月
(
ち
ん
せ
つ
ゆ
み
は
り
づ
き
)
』
「
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
(
み

の
ふ
る
ぎ
ぬ
は
ち
じ
よ
う
き
だ
ん
)
」
『
源
氏
物
語
』
『
風
土
記
』
を
、

笛
に
つ
い
て
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
「
新
編
水
潜
函
伝
』
「
教
訓

抄
』
「
義
経
記
』
『
四
天
王
剰
盗
異
録
(
し
て
ん
の
う
し
よ
う
と
う
い

ろ
く
)
』
『
十
訓
抄
』
を
取
り
あ
げ
、
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

加

藤

豆玉
口

良日

一
一
、
裂
寸

①
『
椿
説
弓
張
月
』

「
椿
説
弓
張
月
』
(
文
化
四
年
〈
一
八

O
七〉
j
同
八
年
〈
一
八
一
一
〉

刊
)
、
「
前
篇
」
「
後
篇
」
「
続
篇
」
各
六
巻
、
「
拾
遺
」
「
残
篇
」
各
五

巻
。
源
為
朝
の
活
躍
を
描
く
、
史
伝
物
と
呼
ば
れ
る
馬
琴
長
編
読
本

の
初
作
で
あ
る
。

『
弓
張
月
」
に
お
い
て
琴
が
捕
か
れ
る
箇
所
の
あ
ら
す
じ
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

源
為
朝
の
従
者
で
あ
っ
た
武
藤
太
は
、
主
君
の
為
朝
を
裏
切
っ
た

こ
と
が
世
間
に
知
れ
、
都
に
居
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
昔
の
仲

間
と
四
国
に
渡
る
。
当
地
の
神
社
、
琴
引
八
幡
宮
に
参
詣
す
る
と
、

琴
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
何
事
か
と
い
ぶ
か
る
武
藤
太
の
前
に
、

美
女
(
為
朝
の
妻
・
白
縫
)
と
お
付
き
の
少
女
が
現
れ
る
。

『
椿
説
弓
張
月
」
前
篇
巻
之
五
、
第
十
二
回
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。
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武
藤
太
は
い
ま
だ
四
固
に
遊
び
し
事
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
わ

た
り
一
見
せ
ば
や
と
て
、
ひ
と
り
ふ
ね
よ
り
あ
が
り
:
:
:
観
音

寺
村
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
は
、
二
三
町
こ
な
た
に
、
琴
引
の
八

幡
宮
た
〉
せ
給
へ
り
。
:
:
:
道
の
次
に
詣
ば
や
と
思
ひ
て
、
彼

神
社
へ
赴
き
け
り
O
i
-
-
-
時
に
海
上
雲
お
さ
ま
り
て
、
玉
兎
高

く
昇
、
金
波
潮
に
映
じ
て
、
さ
な
が
ら
白
昼
の
ご
と
く
な
る

に
、
高
欄
の
ほ
と
り
に
嘗
り
て
、
忽
然
と
朝
叫
剖
聞
え
て

山
(
や
ま
)
越
(
こ
し
)
乃
(
の
)
風
(
か
ぜ
)
乎
(
を
)

時
(
と
き
)
自
(
し
)
見
(
み
)
篠
(
ぬ
る
)
夜
(
よ
)

不
(
お
ち
)
落
(
ず
)
家
(
い
へ
)
在
(
な
る
)
妹
(
い
も
)

乎
(
を
)
懸
(
か
け
)
而
(
て
)
小
(
し
)
竹
(
ぬ
)
植
(
ぴ
つ
)

と
万
葉
集
第
一
に
載
た
る
、
雄
略
天
皇
讃
岐
固
に
幸
ま
せ
し
と

き
、
軍
王
が
作
れ
る
歌
を
、
く
り
か
え
し
/
¥
声
い
と
お
も
し

ろ
う
う
た
ひ
出
た
る
に
、
:
:
:
歌
の
こ
冶
ろ
は
し
ら
ね
ど
も
、

武
藤
太
は
た
え
て
詣
つ
る
人
な
し
と
思
ひ
し
に
:
:
:
欄
の
ほ
と

り
に
立
出
て
見
れ
ば
、
年
紀
二
八
ば
か
り
な
る
美
女
の
都
に
も

都
に
も
あ
ら
ぬ
打
扮
し
て
・
・
・
・
・
・
女
童
只
ひ
と
り
な
ん
侍
り
け
る

に
、
真
菅
の
鐘
布
ま
は
し
、
月
に
封
て
筑
紫
琴
機
坪
せ
る
光
景

は
、
天
津
少
女
や
影
向
し
け
ん
、
龍
宮
の
乙
姫
の
人
間
に
遊
ぶ

か
と
疑
れ
、
こ
、
ろ
も
蕩
、
魂
も
消
ゆ
る
は
か
り
に
お
ぼ
え
し

かま・・・。

右
の
よ
う
に
、
武
藤
太
と
白
縫
が
出
会
う
場
所
は
琴
引
八
幡
宮
と

い
う
設
定
、
白
縫
の
琴
の
演
奏
が
武
藤
太
を
引
き
寄
せ
て
い
る
。

②
『
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
』

「
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
』
(
五
巻
、
文
化
十
一
年
〈
一
八
一
四
〉

刊
)
は
、
浄
瑠
璃
『
恋
娘
昔
八
丈
』
の
白
木
屋
お
駒
と
尾
花
才
三
郎

の
情
話
を
元
に
作
ら
れ
た
馬
琴
読
本
で
あ
る
。
関
連
箇
所
、
巻
之
四

の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
と
お
り
。

お
駒
の
父
で
あ
る
諸
平
は
、
妻
が
お
駒
を
生
ん
で
す
ぐ
に
亡
く
な

る
と
、
男
手
一
つ
で
育
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
五
月
五
日
に
生

ま
れ
た
子
を
忌
む
風
習
が
あ
っ
た
の
で
、
お
駒
を
尾
花
才
作
の
家
に

捨
て
る
。
才
作
は
捨
て
ら
れ
た
お
駒
を
拾
い
、
実
子
で
あ
る
才
三
郎

と
共
に
育
て
、
将
来
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
数
年
後
、
諸
平
は

尾
花
才
作
が
故
主
の
仇
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
お
駒
を
取
り
返
す
こ

と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
良
案
が
思
い
つ
か
な
い
ま
ま
日
々
を
過

ご
し
て
い
る
と
、
斉
藤
道
三
の
嫡
子
で
あ
る
斉
藤
右
近
大
夫
義
竜

が
、
五
月
五
日
に
生
ま
れ
た
子
を
忌
み
子
と
し
て
捨
て
た
も
の
は
養

い
親
に
養
育
費
を
払
っ
て
取
り
返
す
よ
う
に
命
令
を
出
し
、
諸
平
は

お
駒
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
才
三
郎
を
恋
慕
す
る
お
駒
は

別
れ
を
悲
し
み
、
川
一
筋
を
隔
て
た
尾
花
家
の
二
階
か
ら
才
三
郎
が

顔
を
だ
さ
な
い
か
と
、
自
宅
の
二
階
で
尾
花
家
を
眺
め
る
日
々
を
送

る
。
お
駒
は
毎
日
を
泣
き
暮
ら
し
、
琴
を
弾
い
て
唱
歌
に
よ
せ
て
才

三
郎
へ
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
才
三
郎
が
現
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
夢
の
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

女
性
が
琴
を
弾
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
男
性
が
現
れ
る
と
い
う
展
開

は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
『
椿
説
弓
張
月
』
第
十
二
回
と
同
じ
。
『
美
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濃
旧
衣
八
丈
締
談
』
巻
之
四
本
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

関
の
小
川
も
名
詮
自
性
、
留
め
ら
れ
た
る
身
は
か
ひ
な
く
も
、

人
伝
な
ら
で
思
ふ
事
、
唱
歌
に
寄
せ
て
し
ら
せ
ん
と
て
、
ひ
と

り
心
を
筑
紫
琴
、
膝
の
あ
た
り
へ
引
よ
せ
て
も
、
涙
に
咽
て
声

た
た
ず
、
仇
浪
の
み
ぞ
か
き
鳴
ら
す
。
十
三
絃
の
春
の
川
、
剰

の
し
ら
べ
に
ひ
か
れ
て
や
、
来
る
と
も
し
ら
ず
我
が
背
後
に
、

立
人
あ
る
を
見
か
え
れ
ば
、
日
来
恋
し
き
そ
の
人
な
り
。

悲
嘆
に
く
れ
る
お
駒
が
琴
を
弾
い
て
い
る
と
才
三
郎
が
現
れ
る
。

結
果
と
し
て
は
夢
で
あ
っ
た
も
の
の
、
琴
の
演
奏
に
よ
っ
て
二
人
が

出
会
う
と
い
う
筋
立
て
と
な
っ
て
い
る
。

③
『
源
氏
物
語
』

古
典
の
中
で
も
有
名
な
『
源
氏
物
語
」
「
末
摘
花
」
に
も
琴
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
。

末
摘
花
の
こ
と
を
聞
い
た
光
源
氏
は
、
彼
女
の
父
親
が
琴
の
名
手

だ
っ
た
の
で
、
娘
も
堪
能
に
違
い
な
い
と
興
味
を
示
し
、
末
摘
花
の

も
と
を
尋
ね
る
。

『
源
氏
物
語
』
「
末
摘
花
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

故
常
陸
の
親
王
の
末
に
ま
、
つ
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し

づ
き
た
ま
ひ
し
御
む
す
め
、
心
細
く
て
残
り
ゐ
た
る
を
、
も

の
の
つ
い
で
に
語
り
き
こ
え
け
れ
ば
、
「
あ
は
れ
の
こ
と
や
」

と
て
、
御
心
と
ど
め
て
問
ひ
聞
き
た
ま
ふ
。
「
心
ば
へ
容
貌
な

ど
、
深
き
方
は
え
知
り
は
べ
ら
ず
。
か
い
ひ
そ
め
人
疎
う
も
て

な
し
た
ま
へ
ば
、
さ
べ
き
宵
な
ど
、
物
越
し
に
て
ぞ
語
ら
ひ
は

べ
る
。
朝
剖
引
判
叫
州
U
剖
語
ら
ひ
人
と
思
へ
る
」
と
聞
こ
ゆ

れ
ば
、
「
三
つ
の
友
に
て
、
い
ま
一
く
さ
や
う
た
で
あ
ら
む
」

と
て
、
「
我
に
聞
か
せ
よ
。
父
親
王
の
、
さ
や
う
の
方
に
い
と

よ
し
づ
き
て
も
の
し
た
ま
う
け
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
の
手
づ
か

ひ
に
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
」
と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。

こ
こ
で
は
実
際
に
琴
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
琴

に
堪
能
で
あ
る
と
い
う
点
が
光
源
氏
と
末
摘
花
と
を
結
び
つ
け
る

切
っ
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
典
作
品
の
中
に
も
琴

を
男
女
の
出
会
い
の
な
か
だ
ち
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
は
『
曲
亭
蔵
書
目
録
」
(
文
化
五
年
〈
一
八
O
八〉

頃
成
立
)
に
登
載
さ
れ
、
馬
琴
の
考
証
随
筆
『
燕
石
雑
誌
(
え
ん
せ

き
ざ
っ

U
)
』
(
文
化
七
年
刊
)
・
『
烹
雑
の
記
(
に
ま
ぜ
の
お
)
』
(
文

化
八
年
刊
)
・
『
玄
同
放
言
(
げ
ん
ど
う
ほ
う
げ

μ)』
(
文
政
元
年

〈
一
八
一
八
〉
・
同
三
年
刊
)
な
ど
に
そ
の
引
用
が
多
数
み
ら
れ
る
。

馬
琴
は
『
源
氏
物
語
』
に
精
通
し
て
い
た
と
見
な
し
う
る
か
ら
、
前

述
し
た
『
椿
説
弓
張
月
』
『
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
』
の
琴
に
関
す
る

物
語
に
は
、
「
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ

、司ノ。
④
『
風
土
記
』
歌
垣

歌
垣
と
は
、
歌
の
掛
け
合
い
に
よ
っ
て
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

を
伝
え
る
、
古
代
の
行
事
で
あ
る
。
『
風
土
記
』
「
肥
前
風
土
記
逸
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文
」
に
は
、
歌
垣
の
様
子
を
伝
え
る
記
述
が
あ
る
。
本
文
は
以
下
の

と
お
り
。杵

鳥
の
県
。
県
の
南
二
里
に
一
狐
山
あ
り
。
坤
の
か
た
よ
り
民

の
か
た
を
指
し
て
、
三
つ
の
峰
相
連
な
る
。
是
を
名
づ
け
て
杵

島
と
日
ふ
。
坤
の
か
た
な
る
は
比
古
神
と
日
ひ
、
中
な
る
は
比

貰
神
と
日
ひ
、
艮
の
か
た
な
る
は
御
子
神
一
の
名
は
軍
神
。
動
け
ば

則
ち
兵
興
る
と
日
ふ
。
郷
閣
の
士
女
、
酒
を
提
へ
割
引
制
剖
刻
、

歳
毎
の
春
と
秋
に
、
手
を
携
へ
て
登
り
望
け
、
楽
飲
み
歌
ひ
舞

ひ
て
、
曲
壷
き
て
帰
る
。
歌
の
詞
に
云
は
く
、

あ
ら
れ
ふ
る
杵
島
が
岳
を
峻
し
み
と

草
採
り
か
ね
て
妹
が
手
を
執
る
。
是
は
杵
鳥
山
な
り

毎
年
春
と
秋
に
、
男
女
が
酒
と
琴
を
持
っ
て
山
に
登
り
、
歌
い

舞
っ
て
、
曲
が
尽
き
た
ら
帰
る
、
と
い
う
の
が
肥
前
国
の
歌
垣
の
よ

う
で
あ
る
。
馬
琴
に
右
の
「
肥
前
風
土
記
逸
文
」
に
つ
い
て
の
知
識

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
代
の
歌
垣
の
場
、
男
女

が
出
会
う
行
事
に
お
い
て
も
琴
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る。
以
上
、
「
椿
説
弓
張
月
』
『
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
』
「
源
氏
物
語
』

の
三
作
品
、
並
び
に
『
風
土
記
』
の
歌
垣
を
資
料
と
し
て
、
琴
の
持

つ
特
性
に
つ
い
て
論
述
し
て
き
た
。
琴
が
男
性
と
女
性
と
の
出
会
い

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
続
い

て
笛
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

=一、仲由
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①
「
南
総
里
見
入
犬
伝
』

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
(
文
化
十
一
年
〈
一
八
一
四
〉

j
天
保
十
三

年
〈
一
八
四
二
〉
刊
)
は
和
漢
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
て
作
ら
れ
た

長
編
読
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
主
要
典

拠
の
一
円

J

、
中
国
の
白
話
小
説
『
水
瀞
伝
』
を
取
り
あ
げ
た
い
。

ま
ず
、
図
一
、
図
二
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
図
一
が
『
八
犬

伝
』
第
十
二
回
の
挿
絵
、
図
二
が
『
新
編
水
瀞
画
伝
』
(
馬
琴
が
翻

訳
し
た
『
水
瀞
伝
』
)
巻
之
一
(
文
化
二
年
〈
一
八

O
五
〉
刊
)
の

挿
絵
で
あ
る
。
両
者
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
絵
の
構
図
が
似
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
笛
を
持
っ
た
童
が
牛
に
乗
る
姿
、
そ
の
横
に

い
る
人
物
、
背
景
の
岩
や
木
な
ど
、
『
八
犬
伝
』
と
『
新
編
水
瀞
画

伝
」
と
は
似
通
っ
て
い
る
。
『
八
犬
伝
』
の
牛
に
乗
っ
た
章
は
役
行

者
で
、
『
新
編
水
砕
画
伝
』
の
童
は
張
天
師
で
あ
る
。
両
者
と
も
不

可
思
議
な
力
を
使
っ
て
童
に
化
け
て
登
場
し
て
い
る
。

『
八
犬
伝
」
に
登
場
す
る
役
行
者
は
、
山
で
修
業
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
法
力
、
呪
力
を
得
て
い
た
。
一
方
の
「
新
編
水
論
画
伝
』
に

描
か
れ
た
張
天
師
は
仙
人
で
あ
る
。
仙
人
と
は
道
教
の
教
え
に
従
い

修
業
し
た
人
の
中
で
術
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
人
の
こ
と
を
い

う
。
こ
の
二
人
が
と
も
に
笛
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
笛
は
一
般

の
人
間
を
超
え
た
不
思
議
な
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
考
え
う
る
。
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図
三
『
新
編
水
瀞
画
伝
』
巻
之



そ
れ
で
は
『
八
犬
伝
』
の
本
文
を
見
て
み
よ
う
。
伏
姫
と
役
行
者

と
が
出
会
う
箇
所
で
あ
る
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
十
二
回
は
以
下
の
と
お
り
。

(
伏
姫
は
)
流
水
に
そ
ふ
て
綜
麻
形
の
、
林
が
も
と
の
菊
の

花
、
手
折
ん
と
て
ぞ
、
二
三
町
、
裳
濡
ら
し
て
み
給
ふ
。

浩
処
に
乾
な
る
、
重
山
の
根
方
に
当
り
て
、
笛
の
音
幽
に
聞
え

け
り
。
伏
姫
耳
を
側
て
、
あ
や
し
や
こ
の
山
に
は
、
樵
夫
も
入

ら
ず
、
山
児
も
住
ひ
せ
ず
、
:
:
:
思
ひ
が
け
な
く
笛
の
音
の
、

こ
な
た
を
指
て
聞
ゆ
る
は
、
草
刈
も
の
冶
迷
ひ
入
り
し
か
。
さ

ら
ず
は
魔
魅
山
鬼
が
障
擬
し
て
、
わ
が
道
心
を
試
す
に
や
あ
ら

ん
ず
ら
ん
。
:
:
:
且
そ
の
や
う
を
見
ば
や
と
て
、
そ
な
た
に
向

て
立
給
ふ
。
笛
は
ま
す
/
¥
吹
澄
し
て
、
間
ち
か
く
な
る
ま
、

に
、
と
見
れ
ば
一
個
の
努
童
、
そ
の
年
は
十
二
三
な
る
べ
し
。

腰
に
は
鎌
と
鏡
を
挿
、
鞍
に
は
両
箇
の
龍
を
掛
、
手
に
一
管
の

笛
を
掌
り
、
黒
き
噴
に
尻
を
懸
て
、
林
聞
を
出
て
あ
ゆ
ま
せ
来

っ
、
伏
姫
を
尻
目
に
懸
て
、
な
ほ
草
笛
の
音
を
と
ず
め
ず

伏
姫
が
山
の
中
の
川
の
近
く
に
い
る
と
笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く

る
。
伏
姫
は
、
草
刈
る
も
の
で
も
迷
い
込
ん
だ
の
か
、
も
し
く
は
魁

魁
の
類
な
の
か
と
怪
し
み
な
が
ら
、
笛
の
音
の
す
る
方
へ
行
っ
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
牛
に
乗
り
笛
を
吹
く
童
、
役
行
者
の
化
現
が
い
た

の
で
あ
る
。

②
『
新
編
水
瀞
画
伝
」
初
編
巻
之
一
、
洪
信
と
張
天
師
が
出
会
う

場
面
の
本
文
は
次
の
と
お
り
(
句
読
点
は
筆
者
)
。

松
林
の
背
に
あ
た
り
て
、
笛
の
音
隠
々
に
響
き
し
が
、
漸
々
に

ち
か
く
聞
え
し
か
ば
、
洪
信
ふ
か
く
こ
、
ろ
奇
み
、
晴
を
定
め

て
そ
の
方
を
見
れ
ば
、
一
人
の
童
子
、
黄
牛
に
う
ち
乗
り
て
、

当
面
に
出
来
れ
り
。
其
形
状
究
て
俗
な
ら
ず
、
頭
に
両
枚
の
了

蓄
を
仇
ね
、
身
に
は
一
領
の
青
衣
を
被
て
、
笛
吹
な
ら
し
行
過

る
を

『
新
編
水
誹
画
伝
」
に
お
い
て
も
、
張
天
師
が
化
け
た
童
子
が
笛

を
吹
き
な
が
ら
現
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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③
『
教
訓
抄
』

『
教
訓
抄
』
(
雅
楽
書
。
十
巻
。
狛
近
真
〈
こ
ま
ち
か
ぎ
ね
〉
著
。

天
福
元
年
〈
二
一
一
三
二
〉
成
立
)
に
は
、
先
程
紹
介
し
た
『
八
犬

伝
』
の
場
面
と
似
通
う
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
同
書
巻
之
四
第
七

「
蘇
莫
者
(
そ
ま
く
し
ゃ
)
」
に
は
役
行
者
が
笛
を
吹
い
て
山
を
下
る

場
面
が
あ
る
。
九
州
大
学
所
蔵
耕
一
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

(
句
読
点
な
ど
は
筆
者
に
よ
る
)
。

蘇
莫
者

此
舞
ハ
、
昔
役
行
者
大
峰
ヲ
下
リ
給
ヒ
ケ
ル
ニ
笛
ヲ
吹
給
ヒ
ケ

ル
ヲ
、
山
神
メ
デ
給
フ
テ
舞
ケ
ル
ヲ
、
行
見
付
ラ
レ
テ
、
舌
ヲ

ク
ヒ
出
シ
タ
ル
ト
申
シ
伝
ヘ
タ
リ
。
件
ノ
出
現
ノ
峰
ヲ
パ
蘇
莫

者
ノ
獄
(
タ
ケ
)
ト
名
付
ケ
テ
今
日
一
在
リ
ト
云
。

馬
琴
が
『
教
訓
抄
』
を
読
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い



イ云が

以不
前思
ι議
司白 t， 
か力

号主
し、 Lよ

さ役
E笠
が?
知 2L
h 曲

る右
み
よ』
口

わ
せ
は

『
八
犬

④
『
義
経
記
』

次
に
『
義
経
記
』
(
室
町
時
代
初
期
成
立
)
を
取
り
上
げ
た
い
。

『
義
経
記
』
巻
第
三
に
描
か
れ
る
笛
に
注
目
す
る
。
源
義
経
と
弁
慶

が
初
め
て
出
会
う
著
名
な
シ
l
ン
で
あ
る
。
弁
慶
が
、
ど
こ
か
ら
か

聞
こ
え
て
く
る
笛
の
音
の
方
へ
行
く
と
義
経
が
い
る
。
義
経
は
『
六

翰
』
と
い
う
兵
法
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
不
思
議
な
力
を
備
え
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
大
力
の
弁
慶
は
義
経
と
戦
い
、
あ
っ
け
な
く
敗

れ
て
義
経
の
家
臣
に
な
る
。
『
義
経
記
』
で
も
、
笛
は
義
経
の
、
一

般
の
人
間
を
超
越
す
る
力
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
義
経
記
」
巻
第
三
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

弁
慶
洛
中
に
て
人
の
太
刀
を
奪
ひ
取
る
事

六
月
十
七
日
、
弁
慶
五
条
の
天
神
に
参
り
:
:
:
よ
き
太
万
持
ち

た
る
人
を
ぞ
待
ち
か
け
た
る
。

暁
方
に
な
り
て
、
堀
川
を
下
り
に
来
け
れ
ば
、
面
白
き
笛
の
音

こ
そ
聞
こ
え
け
れ
。
:
:
:
制
州
剖
の
近
づ
き
け
れ
ば
差
し
屈
み

て
見
れ
ば
、
若
き
人
の
白
き
直
垂
に
胸
板
白
く
し
た
る
腹
巻
き

に
、
黄
金
作
り
の
太
万
の
心
も
及
ば
ぬ
を
侃
か
れ
た
り
。
:

「
さ
て
は
見
参
に
入
ら
ん
」
と
て
、
大
太
万
を
抜
い
て
飛
ん
で

か
か
る
。
御
曹
司
も
小
太
刀
を
抜
い
て
、
築
地
の
も
と
に
走
り

寄
り
給
ふ
。
:
:
:
御
曹
司
走
り
寄
り
て
:
:
:
九
尺
ば
か
り
あ
り

け
る
築
地
に
ゆ
ら
り
と
挑
ぴ
上
が
り
給
ふ
。
弁
慶
い
た
く
踏
ま

れ
ぬ
。
鬼
神
に
取
ら
れ
た
る
心
地
し
て
、
呆
れ
て
ぞ
た
ち
た
り

け
る
。弁

慶
義
経
に
君
臣
の
契
約
申
す
事

明
く
れ
ば
六
月
十
八
日
な
り
。
:
:
・
御
曹
司
夜
更
け
て
、
清
水

の
坂
の
辺
に
ま
た
例
の
笛
こ
そ
聞
こ
え
け
れ
。

弁
慶
、
「
あ
ら
面
白
の
制
叫
剖
や
、
き
れ
ば
こ
そ
」
と
思
い
て

:
・
御
曹
司
太
万
抜
き
合
わ
せ
て
か
か
り
給
ふ
。
弁
慶
が
大
長

万
を
打
ち
流
し
た
る
腕
の
上
に
ゆ
ら
り
と
ぞ
越
え
給
ひ
け
る
。

:
:
:
御
曹
司
走
り
か
か
り
で
斬
り
給
へ
ば
、
弁
慶
が
弓
手
の
脇

の
下
に
太
万
の
切
っ
先
を
打
ち
込
ま
れ
て
、
ひ
る
む
と
こ
ろ

を
、
太
万
の
背
に
て
、
散
々
に
打
つ
。
東
枕
に
打
ち
伏
せ
て
、

上
に
上
り
居
て
、
押
さ
へ
つ
つ
、
「
さ
て
従
ふ
や
否
や
」
と
仰

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
こ
れ
も
前
世
の
事
に
て
候
ひ
つ
ら
ん
め
。

さ
ら
ば
従
ひ
参
ら
せ
候
は
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
:
:
:
そ
の
後
連

れ
て
京
へ
お
は
し
て
、
平
家
を
狙
ひ
け
り
。

右
の
よ
う
に
、
弁
慶
は
「
鬼
神
に
取
ら
れ
た
る
心
地
し
て
」
、

「
散
々
に
打
」
た
れ
て
、
笛
を
吹
き
な
が
ら
現
れ
た
義
経
に
従
う
こ

と
に
な
る
。

⑤
『
四
天
王
剃
盗
異
録
」

右
に
紹
介
し
た
『
義
経
記
』
と
同
じ
よ
う
な
話
が
、
馬
琴
読
本

『
四
天
王
剃
盗
異
録
』
(
前
・
後
編
十
巻
十
冊
、
文
化
三
年
刊
)
に
も
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見
え
る
。
同
作
前
編
巻
之
五
に
は
、
後
に
有
名
な
盗
賊
「
袴
垂
の
保

輔
(
は
か
ま
だ
れ
の
や
す
す
け
)
」
と
な
る
、
引
剥
を
業
と
す
る
「
弥

介
」
が
、
笛
を
吹
く
「
藤
原
保
昌
」
を
襲
お
う
と
し
て
手
を
出
せ

ず
、
保
昌
に
従
う
と
い
う
話
が
載
る
。
図
三
が
同
場
面
の
挿
絵
で
あ

る。
挿
画
の
、
左
が
「
藤
原
保
昌
」
、
右
が
「
弥
介
」
(
袴
垂
の
保
輸
)
。

「
弥
介
」
が
笛
を
吹
く
「
保
回
日
」
を
襲
、
つ
機
会
を
伺
う
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。

『
四
天
王
剃
盗
異
録
』
本
文
は
以
下
の
と
お
り
。

摂
津
の
前
司
藤
原
保
昌
は
・
:
お
ぼ
ろ
か
な
る
月
を
賞
し
て
、
ひ

と
り
笛
吹
て
ゆ
き
も
や
ら
ず
ね
り
ゆ
け
ば
、
弥
介
は
や
り
す
ぐ

し
て
走
り
か
か
り
、
そ
の
衣
剥
ん
と
思
ふ
に
、
物
お
そ
ろ
し
く

覚
け
れ
ば
、
二
三
町
ば
か
り
後
ろ
に
そ
ひ
行
け
ど
も
:
:
:
笛
を

吹
き
な
が
ら
見
か
へ
り
た
る
け
し
き
、
と
り
か
か
る
べ
う
も
覚

え
ざ
れ
ば
、
又
走
り
退
ぬ
。
:
:
:
保
昌
:
・
又
は
じ
め
の
ご
と
く

笛
を
吹
て
行
。
弥
介
は
鬼
に
神
と
ら
れ
た
る
や
う
に
て
、
共
に

醒
が
井
ま
て
行
け
り
。

『
四
天
王
剰
盗
異
録
』
に
お
い
て
も
、
「
義
経
記
』
の
義
経
と
同
じ

よ
う
に
、
笛
を
吹
く
保
昌
は
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

⑥
「
十
訓
抄
』

『
十
訓
抄
』
に
も
笛
に
関
す
る
説
話
が
載
る
。
源
博
雅
が
鬼
の
笛

を
得
る
話
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
は
次
の
と
お
り
。

図

『
四
天
王
剰
盗
異
録
」
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源
博
雅
が
月
夜
の
晩
に
朱
雀
門
で
笛
を
吹
い
て
い
る
と
、
自
分
と

同
じ
よ
う
な
格
好
の
男
が
美
し
い
音
色
の
笛
を
吹
い
て
い
た
。
こ
の

出
会
い
の
後
、
二
人
は
月
夜
に
な
る
と
笛
を
吹
き
か
わ
す
よ
う
に
な

る
。
あ
る
時
、
源
博
雅
は
、
相
手
の
吹
い
て
い
る
笛
が
と
て
も
美
し

い
音
色
だ
っ
た
の
で
、
自
分
の
笛
と
相
手
の
笛
を
取
り
換
え
て
も
ら

う
。
二
人
は
交
換
し
た
笛
を
吹
き
続
け
、
源
博
雅
は
笛
を
返
さ
な
い

ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
。
後
に
、
浄
蔵
と
い
う
笛
の
名
人
が
博
雅
の
笛

を
吹
く
こ
と
に
な
り
、
博
雅
と
同
じ
よ
う
に
朱
雀
門
の
前
で
笛
を
吹

い
て
い
る
と
、
門
の
楼
上
か
ら
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
声
で
「
最
高

の
優
れ
物
だ
」
と
い
う
賛
嘆
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
博
雅
が

借
り
た
笛
は
鬼
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
十
訓
抄
」
十

の
二
十
「
博
雅
三
位
朱
雀
門
の
鬼
の
笛
」
本
文
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。博

雅
三
位
、
月
明
か
り
け
る
夜
、
直
衣
に
て
、
朱
雀
門
の
前
に

遊
び
て
、
よ
も
す
が
ら
、
笛
を
吹
か
れ
け
る
に
、
同
じ
さ
ま

に
、
直
衣
着
た
る
男
の
、
出
制
剖
け
れ
ば
、
:
:
:
か
の
人
の
笛

の
音
、
こ
と
に
め
で
た
か
り
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
み
に
、
か
れ
を

取
り
か
へ
て
吹
き
け
れ
ば
、
世
に
な
き
ほ
ど
の
笛
な
り
。
そ
の

の
ち
、
な
ほ
な
ほ
月
ご
ろ
に
な
れ
ば
、
行
き
あ
ひ
て
吹
き
け
れ

ど
、
「
も
と
の
笛
を
返
し
取
ら
む
」
と
も
い
は
ぎ
り
け
れ
ば
、

な
が
く
か
へ
て
や
み
に
け
り
。
:
:
:
そ
の
後
、
浄
蔵
と
い
ふ
、

め
で
た
き
笛
吹
あ
り
け
り
。
召
し
て
吹
か
せ
給
ふ
に
、
か
の
三

位
に
劣
ら
ざ
り
け
れ
ば
:
:
・
月
の
夜
、
仰
せ
の
ご
と
く
、
か
れ

に
行
き
て
、
こ
の
笛
を
吹
き
け
る
に
、
か
の
門
の
楼
上
に
、
高

く
大
き
な
る
音
に
て
、
「
な
ほ
逸
物
か
な
」
と
ほ
め
け
る
を
、

「
か
く
」
と
奏
し
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
鬼
の
笛
と
知
ろ
し
め
し

け
り
。

美
し
い
笛
の
持
ち
主
が
実
は
鬼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
の
話
も
、
笛

を
持
っ
て
現
れ
る
者
が
た
だ
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
物
語
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

以
上
六
作
品
、
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
『
新
編
水
誹
画
伝
』
『
教
訓

抄
』
『
義
経
記
』
『
四
天
王
剃
盗
異
録
」
『
十
訓
抄
』
に
描
か
れ
る
笛

の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
、
笛
を

持
つ
者
は
不
可
思
議
な
力
を
有
し
て
い
た
。
笛
は
人
を
超
越
す
る
力

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ

る。

四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
琴
が
男
性
と
女
性
と
の
出
会
い
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
、
笛
は
人
を
超
越
す
る
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
馬
琴
作
品
は
和
漢

の
多
く
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
、
日
本
・
中

国
の
古
典
や
江
戸
期
の
芸
能
等
、
調
査
の
範
囲
を
広
げ
、
物
語
や
芸

能
に
お
い
て
笛
や
琴
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、

さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
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注(
l
)
「
椿
説
弓
張
月
』
(
『
椿
説
弓
張
月
上
』
、
後
藤
丹
治
校
註
、
岩

波
書
庖
、
昭
和
三
十
三
年
)

(
2
)
『
美
濃
旧
衣
八
丈
締
談
』
(
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
』
第
十
六

巻
、
鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院
、
平
成
二
十
一

年
)

(
3
)
「
源
氏
物
語
』
(
「
源
氏
物
語
①
』
、
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
)

(
4
)
『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
(
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
コ
一
十
二
」
、

財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
、
平
成
元
年
)

(5)
「
燕
石
雑
誌
』
(
『
日
本
随
筆
大
成
』
〈
第
二
期
〉
十
九
、
昭
和

五
十
年
)

(
6
)
「
烹
雑
の
記
』
(
『
日
本
随
筆
大
成
』
〈
第
一
期
〉
二
一
、
昭
和

五
十
一
年
)

(
7
)
『
玄
同
放
言
』
(
「
日
本
随
筆
大
成
』
〈
第
一
期
〉
五
、
昭
和

五
十
年
)

(
8
)
「
風
土
記
』
(
秋
本
吉
郎
校
注
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
二
十
三
年
)

(
9
)
「
南
総
里
見
八
犬
伝
こ
(
漬
田
啓
介
校
訂
、
新
潮
社
、
平
成

十
五
年
)

(
叩
)
『
新
編
水
瀞
画
伝
』
(
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
本
)

(
日
)
注

(
9
)
と
同
じ
。

(
ロ
)
注
(
叩
)
と
同
じ
。

(
日
)
『
教
訓
抄
』
(
九
州
大
学
所
蔵
本
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
公

関
す
る
デ
ジ
タ
ル
資
料
)

(
比
)
『
義
経
記
』
(
梶
原
正
昭
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
二

0
0
0年
)

(
日
)
「
四
天
王
剣
盗
異
録
」
(
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
』
第
三
巻
、
鈴

木
重
三
・
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院
、
平
成
八
年
)

(
国
)
注
(
日
)
と
同
じ
。

(
げ
)
『
十
訓
抄
』
(
浅
見
和
彦
注
、
小
学
館
、
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一
九
九
七
年
)


