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赤
本
に
つ
い
て
の
一
考
察

― 『
菊
寿
草
』
序
文
「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
の
意
味
す
る
も
の 

―松　

原　

哲　

子

赤
本
の
定
義

『
菊
寿
草
』
序
文
に
「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
鱗
は
こ
け
也
。
こ
け
は
す
な
は
ち
不
通
な
り
。
今
天
下
に

大
通
の
道
行
は
れ
、
こ
け
は
さ
ら

く
入
用
な
し
。
上
は
北
条

の
お
れ
き

く
、
下
は
汝
ら
ご
と
き
の
町
人
、
貴
賤
上
下
ひ
つ

く
る
ん
で
、
皆
大
通
へ
み
ち
び
か
ん
と
、
こ
け
や
う
ろ
こ
は
此

方
へ
せ
し
め
う
る
し
と
出
か
け
た
り
。
し
か
れ
ど
も
汝
が
家
は

ふ
る
き
家
に
て
、
源
の
よ
り
信
の
御
内
に
ま
い
り
て
は
、
か
ら

紙
表
紙
一
重
へ
だ
て
ゝ
、
竹
つ
な
金
平
の
用
を
も
き
ゝ
、
花
さ

き
爺
が
時
代
に
は
、
桃
太
郎
鬼
ヶ
島
の
支
度
を
請
負
、
舌
き
り

雀
の
ち
う
を
尽
し
、
兎
の
手
が
ら
の
数
を
し
ら
ず
。
そ
の
ゝ
ち

代
々
の
記
録
を
つ
か
さ
ど
り
、
青
本

く
と
も
て
は
や
さ
れ
、

か
ま
く
ら
一
の
鳥
居
の
ほ
と
り
に
住
居
し
、
清
信
き
よ
倍
清
満

な
ど
ゝ
力
を
あ
は
せ
、
年

く
の
新
板
世
上
に
流
布
す
。

こ
れ
は
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
の
江
戸
に
お
け
る
出
板
活
動
の
流
れ
を

振
り
返
っ
た
も
の
で
、「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
と
は
「
か
ら
紙
表
紙

一
重
へ
だ
て
」
た
こ
ろ
よ
り
後
で
、「
青
本

く
と
も
て
は
や
さ
れ
」

る
よ
う
に
な
る
以
前
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
唐
紙
表
紙
と
は
草
双
紙

に
先
行
し
て
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
正
本
の
類
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
と
は
青
本
に
先
行
し
、
枯
れ

木
に
花
咲
か
せ
爺
・
桃
太
郎
・
舌
切
れ
雀
・
兎
の
大
手
柄
と
い
っ
た

昔
話
を
題
材
と
し
た
鱗
形
屋
の
刊
行
物
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
現
存
す

る
資
料
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
昔
話
を
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題
材
と
す
る
鱗
形
屋
板
の
一
群
は
赤
本
を
指
す
と
判
断
さ
れ
る
た

め
、『
菊
寿
草
』
の
記
事
は
、
草
双
紙
の
流
れ
に
お
い
て
、
赤
本
は

青
本
に
先
行
す
る
も
の
で
、
内
容
は
昔
話
の
類
で
あ
る
と
の
認
識
を

示
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。

赤
本
は
黒
本
青
本
に
先
行
す
る
も
の
で
、
内
容
が
昔
話
・
お
伽
話

な
ど
の
幼
い
子
ど
も
向
け
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
位
置
づ

け
は
、
文
学
史
上
の
認
識
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

例
え
ば
、『
週
刊
朝
日
百
科　

世
界
の
文
学
』
八
四　
（
二
〇
〇
一

年
三
月
、朝
日
新
聞
社
）
に
掲
載
さ
れ
る
、「
文
学
小
事
典　

草
双
紙
」

の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

種
類
と
し
て
は
、
丹
色
表
紙
の
赤
本
、
萌
黄
色
あ
る
い
は
黒
色

表
紙
の
青
本
・
黒
本
、
同
じ
く
萌
黄
色
表
紙
の
黄
表
紙
、
数
冊

数
巻
を
ま
と
め
て
一
冊
と
す
る
合
巻
と
な
っ
て
い
る
。呼
称
は
、

内
容
の
変
化
に
対
応
し
て
お
り
、
赤
本
は
お
伽
話
や
初
春
の
祝

儀
物
が
多
く
、
青
本
・
黒
本
は
史
実
や
歌
舞
伎
な
ど
で
大
人
も

読
者
と
し
て
お
り
、
黄
表
紙
は
江
戸
の
当
世
的
な
風
俗
を
盛
り

込
ん
だ
内
輪
ウ
ケ
し
た
内
容
で
、
合
巻
は
伝
奇
性
を
強
め
、
長

編
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、『
菊
寿
草
』序
文
で
示
さ
れ
た
草
双
紙
の
歴
史
的
展
開
に
、

二
〇
〇
一
年
当
時
ま
で
の
草
双
紙
の
原
本
調
査
に
よ
る
研
究
成
果
を

反
映
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
現
存
す
る
草
双
紙
に
は
原
装
を
留

め
な
い
た
め
に
刊
行
年
も
表
紙
の
色
も
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多

く
、
内
容
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
中
で
、
赤
本
は
お
伽
話
や
初
春
の

祝
儀
物
を
材
と
し
て
い
る
作
品
が
主
流
で
あ
る
の
に
対
し
て
黒
本
青

本
は
史
実
や
歌
舞
伎
を
材
と
し
て
い
る
作
品
が
主
流
で
あ
る
と
い
う

違
い
や
、
既
存
の
草
双
紙
に
は
無
か
っ
た
黄
表
紙
の
新
た
な
特
性
が

当
世
の
風
俗
を
盛
り
込
む
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
が
楽
屋
落
ち
に
つ

な
が
る
よ
う
構
成
す
る
点
に
あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
明
示
し

て
い
る
。
右
以
外
の
辞
書
類
や
諸
書
の
解
説
等
に
も
お
お
よ
そ
同
趣

の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
皆
、『
菊
寿
草
』
序

文
に
示
さ
れ
た
大
田
南
畝
の
見
解
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

佐
藤
悟
氏
は
「
草
双
紙
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
疑
問
」（『
江
戸
文

学
』
第
三
十
五
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
で
、
主

に
赤
本
に
関
し
て
、
狂
言
絵
尽
と
の
関
係
や
、
半
太
夫
節
、
河
東
節

系
の
草
双
紙
と
い
え
る
作
品
、
吉
原
そ
の
他
の
風
俗
を
扱
っ
た
作
品

を
具
体
的
に
挙
げ
、
草
双
紙
の
「
五
丁
一
冊
と
い
う
流
通
形
態
は
あ

ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
包
含
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
」（
二
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
赤
本
が
昔
話
・
お

伽
話
・
初
春
の
祝
儀
物
が
主
流
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
よ
う
な
性

質
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
菊
寿
草
』
序
文
に
み
え
る
「
花
咲
き
爺
が
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時
代
」
の
指
し
示
す
意
味
を
、
現
存
す
る
赤
本
全
点
の
実
態
を
整
理

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
討
し
て
い
く
。

赤
本
の
実
態

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
赤
本
に
は
、
昔
話
や
お
伽
話
、
正
月
を
祝

う
よ
う
な
内
容
が
多
く
、
読
者
と
し
て
幼
い
子
ど
も
を
想
定
し
て
い

る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
。
実
際
、
各
所
蔵
機
関
に
収
め
ら
れ

る
赤
本
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
例
が
多
い
。
一
九
八
五
年
に
多
く
の

赤
本
を
紹
介
し
た『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集　

江
戸
篇
』（
鈴
木
重
三
・

木
村
八
重
子
編
、
岩
波
書
店
）
で
は
、
次
に
示
す
九
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
類
し
、
赤
本
を
紹
介
し
て
い
る
。
下
段
に
各
収
録
数
を
示
し
た

（
併
せ
て
、『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌　

赤
本
以
前
之
部
』〈
木
村
八
重

子
編
、
日
本
書
誌
学
大
系
九
五
、二
〇
〇
九
年
、
青
裳
堂
書
店
〉
掲

載
の
赤
本
に
つ
い
て
も
同
様
の
分
類
を
試
み
た
結
果
を
示
す
）

（
注
１
）。

『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
→
『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌
』

一　

昔
話
も
の　
　
　
　
　
　

一
〇
点　

→　

一
七
点

二　

御
伽
草
紙
・
説
話
も
の　
　

四
点　

→　

一
〇
点

三　

祝
儀
も
の　
　
　
　
　
　

一
〇
点　

→　

一
八
点

四　

異
類
合
戦　
　
　
　
　
　
　

三
点　

→　
　

四
点

五　

奇
想
も
の　
　
　
　
　
　
　

三
点　

→　
　

三
点

六　

戯
曲
も
の　
　
　
　
　
　
　

七
点　

→　

三
〇
点

七　

歌
謡
も
の　
　
　
　
　
　
　

五
点　

→　

一
四
点

八　

遊
戯
本　
　
　
　
　
　
　
　

五
点　

→　

一
三
点

九　

教
化
も
の　
　
　
　
　
　
　

三
点　

→　

一
二
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
五
〇
点　

→　

計
一
二
一
点

（
他
右
に
該
当
し
な
い
例
一
三
点
）

　

先
掲
の
『
週
刊
朝
日
百
科
』
の
分
類
の
「
お
伽
話
や
初
春
の
祝
儀

物
」
を
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
の
一
・
三
と
対
応
す
る
と
考
え

れ
ば
二
〇
点
で
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
・
二
・
三
と
対
応
す
る
と
考
え

れ
ば
二
四
点
で
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
該
当
す
る
。
赤
本
が
読
者
と
し

て
子
ど
も
を
想
定
し
て
い
る
、
昔
話
・
お
伽
話
・
初
春
の
祝
儀
物
が

主
流
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
二
〇
〇
九
年
の
木
村
八
重
子
『
赤
本
黒

本
青
本
書
誌
赤
本
以
前
之
部
』
の
刊
行
お
よ
び
そ
の
後
の
新
出
資
料

の
登
場
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
赤
本
は
一
三
六
種
を
数
え
る

（
注
２
）。

『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌
』
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
て
い
る
赤
本
の
刊

行
年
の
上
限
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
七
）、
下
限
は
寛
延
二
年

（
一
七
四
九
）
で
、四
〇
年
以
上
に
亘
っ
て
い
る
が
、そ
の
内
容
を
『
近

世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
の
九
つ
に
分
類
し
て
み
る
と
、
一
・
三
の
合

計
が
三
五
点
で
約
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
・
二
・
三
が
計
四
五
点
で
約

三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
赤
本
の
現
存
数
が
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約
五
〇
種
で
あ
っ
た
時
と
同
様
に
、
昔
話
・
お
伽
話
・
初
春
の
祝
儀

物
が
あ
る
程
度
の
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
は
い

え
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、『
週
刊
朝
日
百
科
』
で
黒
本
青
本
と
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
「
歌
舞
伎
」
す
な
わ
ち
演
劇
に
材
を
取
っ
た
赤

本
の
多
さ
で
あ
る
。「
六　

戯
曲
も
の
」
は
三
〇
点
で
約
二
二
パ
ー

セ
ン
ト
、「
七　

歌
謡
も
の
」
も
加
え
れ
ば
計
四
四
点
で
約
三
二
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
と
、
一
・
二
・
三
の
合
計
数
に
迫
る
結
果
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
現
状
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
赤
本
の
実
態
は
、
赤

本
的
な
内
容
の
赤
本
と
、
黒
本
青
本
的
な
内
容
を
持
つ
赤
本
と
が
ほ

ぼ
同
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、『
週
刊
朝
日

百
科
』
で
黄
表
紙
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
江
戸
の
当
世
的
な
風
俗
を
盛

り
込
ん
だ
内
輪
ウ
ケ
し
た
内
容
」
の
内
、
江
戸
の
町
の
当
世
的
な
風

俗
が
作
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
限
定
し
て
い
え
ば
全

体
の
約
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
確
認
さ
れ
る

（
注
３
）。

特
に
、
演
劇
に
取
材
し

た
三
〇
点
の
内
、
二
二
点
が
刊
年
を
推
定
す
る
上
で
根
拠
と
す
る
こ

と
の
で
き
る
要
素
が
作
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
草
双
紙
が
草
創

期
既
に
江
戸
の
当
世
風
俗
と
強
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。

『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌
』
に
示
さ
れ
た
現
存
す
る
赤
本
の
書
誌
情

報
に
よ
れ
ば
、
元
表
紙
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
例
は
全
て
丹
色
表
紙

で
あ
り
、
黒
色
や
萌
黄
色
の
表
紙
を
伴
っ
た
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
よ
っ
て
、
草
双
紙
は
草
創
期
に
お
い
て
全
て
赤
本
体
裁
で
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
、
草
創
期
の
草
双
紙
で

あ
る
と
こ
ろ
の
赤
本
は
内
容
が
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
従
来
、
表
紙

の
色
や
成
立
年
代
の
違
い
に
よ
っ
て
、
赤
本
ら
し
い
内
容
、
黒
本
青

本
ら
し
い
内
容
と
い
う
よ
う
に
切
り
分
け
ら
れ
て
い
る
要
素
を
、
実

際
に
は
、
草
創
期
に
お
い
て
既
に
、
草
双
紙
は
お
お
よ
そ
全
て
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

赤
本
・
黒
本
併
存
期
の
赤
本

赤
本
の
多
く
は
初
め
て
世
に
出
た
時
期
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が

多
い
。
そ
の
主
な
原
因
は
、
草
双
紙
の
作
中
に
新
板
目
録
が
掲
載
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
延
享
元
年
以
降
で
あ
る
こ
と
だ
と
い
え
よ

う
。
そ
の
た
め
、
赤
本
に
分
類
さ
れ
る
草
双
紙
の
多
く
は
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
の
み
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
刊
年
を
推
定
し
て
い
く
た
め
、

成
立
時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
に
は
困
難
を
伴
う
。
そ
の
中
で
、
新
板

目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
赤
本
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
『
塩

売
文
太
物
語
』
で
あ
る
。
本
作
は
、
末
尾
に
「
寛
延
二
年
」
と
明
示

さ
れ
た
鱗
形
屋
の
新
板
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
丹
色
の
赤
本
体

裁
の
元
表
紙
を
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
新
板
目
録
の
中
に
掲
載
さ

れ
る
書
目
の
う
ち
、
鳳
凰
と
桐
の
一
枚
題
簽
を
伴
っ
た
黒
本
体
裁
の

伝
本
（『
熊
若
物
語
』『
ふ
ぢ
原
の
ち
か
た
』）
が
存
在
し
て
お
り
、

赤
本
・
黒
本
が
共
存
し
た
確
固
と
し
た
証
拠
と
な
る
例
と
し
て
長
く
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注
目
さ
れ
て
き
た
（
注
４
）。

本
作
は
、
御
伽
草
子
の
『
文
正
草
子
』
に
取
材
し
た
作
品
で
、
二

巻
物
の
赤
本
で
あ
る
。
赤
本
『
は
ち
か
づ
き
ひ
め
』
と
共
に
、
御
伽

草
子
を
草
双
紙
化
し
た
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
両
作
共
に
原
拠
の
御

伽
草
子
の
筋
を
二
巻
十
丁
に
再
構
成
し
た
点
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
方

法
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。

赤
本
『
は
ち
か
づ
き
ひ
め
』
は
原
拠
に
登
場
す
る
登
場
人
物
の
外

見
・
内
面
の
詳
し
い
描
写
、
心
情
の
変
化
や
高
ま
り
を
表
し
た
和
歌

の
贈
答
な
ど
、
細
や
か
な
表
現
の
多
く
を
削
っ
て
い
る
も
の
の
、
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
は
お
お
む
ね
原
拠
の
通
り
に
拾
っ
て
い
る
印
象
を
受

け
る
。『
は
ち
か
づ
き
』
を
知
っ
て
い
る
者
も
し
く
は
知
っ
て
い
る

者
が
側
で
適
宜
言
葉
を
補
い
読
み
聞
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
十
分
理

解
し
、
楽
し
む
こ
と
が
可
能
な
構
成
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
何
の
予

備
知
識
の
な
い
者
が
初
め
て
目
に
す
る
場
合
、
最
低
限
の
筋
を
追
う

こ
と
は
で
き
る
が
、場
面
転
換
が
ス
ム
ー
ズ
で
な
い
印
象
を
受
け
る
。

一
方
、『
塩
売
文
太
物
語
』
の
場
合
、
御
伽
草
子
で
は
大
宮
司
殿

の
雑
色
で
あ
っ
た
文
太
が
塩
焼
き
に
励
ん
で
裕
福
な
長
者
「
文
正
」

に
な
る
件
が
赤
本
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
、
最
初
か
ら
塩
焼
き
と
し
て
登

場
し
、
塩
売
の
文
太
の
ま
ま
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
、
御
伽

草
子
で
は
鹿
島
大
明
神
に
祈
っ
た
結
果
、
授
か
る
に
い
た
っ
た
「
蓮

華
」「
蓮
御
前
」
と
い
う
名
の
二
人
の
娘
の
誕
生
の
件
を
、
赤
本
で

は
「
小
し
ほ
」
と
い
う
一
人
娘
に
改
変
し
、
鹿
島
大
明
神
の
霊
験
の

件
に
つ
い
て
も
カ
ッ
ト
し
て
い
る
。『
塩
売
文
太
物
語
』
で
は
、
原

拠
が
『
文
正
草
子
』
で
あ
る
こ
と
の
最
低
限
の
形
を
残
し
つ
つ
も
、

幾
つ
か
の
設
定
・
場
面
を
切
り
捨
て
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
の
一
方
で
、『
塩
売
文
太
物
語
』
は
大
宮
司
の
家
に
代
々
仕

え
る
老
女
「
ね
じ
か
ね
婆
」
を
新
た
に
登
場
さ
せ
、
小
し
ほ
に
嫁
入

り
を
迫
っ
て
松
葉
い
ぶ
し
の
拷
問
を
さ
せ
た
り
、
大
宮
司
殿
か
ら
オ

シ
ド
リ
一
羽
を
文
太
が
預
か
る
と
い
う
新
し
い
場
面
を
挿
入
し
、
つ

が
い
で
あ
る
べ
き
オ
シ
ド
リ
が
一
羽
で
い
る
こ
と
を
不
憫
に
思
っ
た

小
し
ほ
が
逃
が
し
て
や
っ
た
こ
と
が
、
結
果
、
オ
シ
ド
リ
を
逃
が
し

た
こ
と
の
責
め
を
負
い
、柴
漬
に
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
文
太
夫
婦
を
、

代
官
所
の
役
人
と
化
し
た
オ
シ
ド
リ
が
助
け
る
と
い
う
報
恩
譚
に
つ

な
げ
、
再
び
原
拠
に
戻
っ
て
、
小
し
ほ
が
恋
に
落
ち
、
出
奔
し
た
相

手
の
商
人
は
実
は
有
栖
の
中
将
殿
で
あ
っ
た
、
と
い
う
場
面
で
物
語

が
結
ば
れ
る
。
ね
じ
か
ね
婆
の
小
し
ほ
へ
の
説
得
・
拷
問
か
ら
オ
シ

ド
リ
の
報
恩
の
件
ま
で
は
三
丁
裏
か
ら
九
丁
表
、
計
八
場
面
に
及
ん

で
お
り
、
全
体
の
半
分
以
上
を
原
拠
と
は
関
わ
ら
な
い
挿
話
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り『
は
ち
か
づ
き
』は
御
伽
草
子
の
抄
録
物
と
い
え
る
が
、『
塩

売
文
太
物
語
』
は
『
文
正
草
子
』
を
ベ
ー
ス
に
、
新
た
な
物
語
を
創

出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
オ
シ
ド
リ
の
報
恩
譚
の
件
に
つ
い
て

は
木
村
八
重
子
氏
に
よ
り
土
佐
浄
瑠
璃
「
塩
屋
文
正
物
語
」
と
の
関

連
に
よ
っ
て
挿
話
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
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れ
て
い
る
（
注
５
）。

江
戸
で
の
上
演
記
録
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の

の
、
本
作
が
前
年
の
寛
延
元
年
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
時
期
の
浄
瑠

璃
上
演
の
影
響
を
受
け
て
、
定
番
の
御
伽
草
子
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

ベ
ー
ス
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
妥
当
な
見

解
と
い
え
る
。『
は
ち
か
づ
き
』
の
初
摺
の
新
板
刊
行
の
時
期
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌
』
に
よ
っ
て
、

お
お
よ
そ
享
保
十
年
ご
ろ
の
刊
行
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

（
注
６
）。『
は

ち
か
づ
き
』
と
『
塩
売
文
太
物
語
』
を
、そ
れ
ぞ
れ
の
原
拠
の
ス
ト
ー

リ
ー
に
関
す
る
知
識
を
踏
ま
え
ず
、
出
来
上
が
り
を
比
較
し
た
際
、

『
は
ち
か
づ
き
』は
場
面
展
開
が
ス
ム
ー
ズ
さ
に
欠
け
、ス
ペ
ー
ス（
丁

数
）
に
対
し
、
た
く
さ
ん
の
場
面
・
要
素
が
盛
り
込
ん
で
い
る
も
の

の
、そ
れ
ら
に
付
随
す
る
説
明
が
少
な
い
印
象
を
受
け
る
の
に
対
し
、

『
塩
売
文
太
物
語
』
は
場
面
の
展
開
に
つ
い
て
唐
突
な
印
象
は
無
く
、

展
開
が
円
滑
で
あ
り
、
か
つ
ス
ト
ー
リ
ー
の
盛
り
上
が
り
が
設
定
さ

れ
、
全
体
と
し
て
の
お
さ
ま
り
の
良
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
同
じ
御
伽
草
子
を
素
材
に
し
た
赤
本
で
あ
っ
て
も
、
構
成
法

が
異
な
る
の
は
、
個
々
の
作
品
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、『
塩
売
文
太
物
語
』
が
草
創
期
の
草
双
紙
で
は

な
く
、
寛
延
二
年
、
つ
ま
り
は
従
来
の
文
学
史
上
黒
本
青
本
の
時
代

に
分
類
さ
れ
る
年
代
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
寛
延

期
の
草
双
紙
の
構
成
法
に
拠
っ
て
成
さ
れ
た
草
双
紙
の
特
徴
を
持
っ

て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
事
象
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
考
え

る
。『

塩
売
文
太
物
語
』
と
同
じ
く
、
黒
本
青
本
が
刊
行
が
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
赤
本
を
幾
つ
か
み

て
み
た
い
。

『
か
く
れ
里
福
神
よ
め
い
り
』（
西
村
重
長
画
、
鱗
形
屋
板
、
三
巻

物
）
は
登
場
人
物
を
福
神
に
し
た
嫁
入
り
物
で
、
い
か
に
も
祝
儀
物

と
し
て
赤
本
ら
し
い
作
品
だ
と
い
え
る
。
作
中
に
「
海
老
蔵
」
の
名

が
見
え
、「
宗
十
郎
を
久
し
く
見
や
せ
ぬ
。
女
護
島
の
時
の
ま
ゝ
さ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
元
文
か
ら
延
享
ご
ろ
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
て
い

る（
注
７
）。

嫁
入
り
物
は
早
く
か
ら
草
双
紙
化
さ
れ
て
い
た
題
材
で
あ
り
、

場
面
を
削
除
す
る
こ
と
な
く
、
嫁
入
り
物
の
流
れ
に
福
神
物
の
世
界

と
同
時
代
の
演
劇
的
要
素
を
上
乗
せ
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

赤
本
の
『
舌
切
れ
雀
』
は
鱗
形
屋
板
（
二
巻
物
）
と
山
本
板
（
山

本
重
春
画
、
二
巻
物
）
の
二
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
山
本
板
は
鱗

形
屋
板
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
再
構
成
し
た
よ
う
な
つ
く
り
の
作
品
で
あ

る
。
雀
の
お
宿
で
披
露
さ
れ
る
踊
り
が
、
鱗
形
屋
板
で
は
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
中
村
座
の
「
一
代
奴
一
代
男
一
代
女
」
で
瀬
川
菊
之

丞
が
演
じ
た
槍
踊
り
を
踏
ま
え
る
こ
と
か
ら
、
翌
元
文
三
年
に
刊
行

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、山
本
板
は
詞
章
や
絵
組
み
の
他
に
、

菊
之
丞
の
踊
り
を
作
中
に
取
り
込
む
と
い
う
趣
向
に
つ
い
て
も
模
倣

し
、
踊
り
を
道
成
寺
に
替
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
享
元
年
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（
一
七
四
四
）
中
村
座
の
「

末
広
曽
我
」
で
上
演
さ
れ
た
菊
之
丞

の
「
百
千
鳥
娘
道
成
寺
」
を
踏
ま
え
て
翌
延
享
二
年
に
刊
行
が
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
注
８
）。

こ
れ
ら
三
点
の
赤
本
は
、
素
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
嫁
入
り
物
や

昔
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
小
ぶ
り
で
、
原
拠
の
要
素
を
削
除
す
る
こ
と

な
く
二
巻
ま
た
は
三
巻
の
草
双
紙
に
落
と
し
込
み
、
当
世
的
な
情
報

を
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
女
は
ち
の
木
』
は
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
大
阪
豊
竹
座

初
演
の
浄
瑠
璃
「
北
条
時
頼
記
」
五
段
目
「
雪
の
段
」
が
、
寛
保
二

年
（
一
七
四
一
）
正
月
江
戸
肥
前
座
で
「
石
橋
山
鎧
襲
」
が
初
演
さ

れ
た
際
に
二
段
目
と
三
段
目
の
間
に
「
女
鉢
の
木
が
上
演
さ
れ
た
こ

と
の
影
響
を
受
け
た
、
翌
寛
保
三
年
の
刊
行
の
可
能
性
が
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る
赤
本
で
あ
る
。
本
作
の
冒
頭
か
ら
三
丁
表
ま
で
は
、「
北

条
時
頼
記
」
の
他
に
近
松
門
左
衛
門
作
「
最
明
寺
入
道
百
人
上
臈
」

下
巻
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
三
丁
裏
以
降
は
謡
曲
な
ど
に
よ
っ
て

知
ら
れ
て
い
た
北
条
時
頼
回
国
伝
説
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
す
る

（
注
９
）。

近
松
の
浄
瑠
璃
に
取
材
し
た
作
品
が
作
ら
れ
た
事
例
は
黒
本
青
本

で
も
散
見
さ
れ
る
。
代
表
的
な
黒
本
青
本
作
者
で
あ
る
富
川
房
信
の

作
品
を
例
に
挙
げ
る
と
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
刊
行
の
『
鞍
馬

山
出
世
羽
団
』（
村
田
屋
板
、
三
巻
物
）
は
、
近
松
の
浄
瑠
璃
「
平

家
女
護
島
」
に
、
同
じ
く
近
松
の
「
十
二
段
」
と
『
義
経
記
』
に
取

材
し
た
何
ら
か
の
文
芸
を
挿
入
す
る
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

近
松
の
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
直
接
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に
本

作
が
刊
行
さ
れ
た
背
景
に
は
宝
暦
七
年
（
一
五
七
五
）
竹
本
座
初
演

の
「
姫
小
松
子
日
の
遊
」
の
江
戸
で
の
上
演
な
ど
が
あ
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る

）
（注

（
注

。

房
信
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
刊
行
の
『
福
神
十
二
段
』
で
も

近
松
の
「
十
二
段
」
の
引
用
と
み
ら
れ
る
詞
章
が
確
認
さ
れ
る
が
、

他
に
「
国
性
爺
合
戦
」・「
矢
の
根
」・「
暫
」
を
踏
ま
え
た
場
面
が
挿

入
さ
れ
て
い
る

）
（（

（
注

。
筆
者
は
か
つ
て
、
房
信
作
品
に
関
す
る
先
行
研
究

の
成
果
を
踏
ま
え
、「
富
川
房
信
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
的
作
品
の
特
徴

は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
に
一
貫
性
を
持
っ
た
物
語
を
収
め
る
、
典
拠
の

取
捨
選
択
の
方
法
に
あ
る
」
と
、
富
川
房
信
の
執
筆
姿
勢
に
つ
い
て

の
総
括
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が

）
（注

（
注

、
こ
の
よ
う
な
草
双
紙
の
構
成
法

も
、房
信
登
場
以
前
の
草
双
紙
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

い
つ
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
改
め
て
検
証
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
赤
本
」
を
、
黒
本
登
場
以
前

の
草
双
紙
を
指
す
用
語
と
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に

亘
っ
て
い
て
、『
菊
寿
草
』
序
文
で
「
花
さ
き
爺
が
時
代
」
と
表
現



― 64 ―

し
た
よ
う
に
、
昔
話
、
あ
る
い
は
お
伽
話
や
初
春
の
祝
儀
物
が
主
流

で
あ
る
と
総
括
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。ま
た
、

鳥
居
清
信
・
清
倍
・
清
満
が
草
双
紙
の
絵
師
と
し
て
活
動
し
た
期
間

の
初
期
に
つ
い
て
は
、
赤
本
の
新
板
と
し
て
の
刊
行
が
な
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る

）
（注

（
注

。
よ
っ
て
、『
菊
寿
草
』
序
文
の
記
事
は
、
草
双

紙
の
歴
史
的
展
開
を
正
し
く
捉
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
『
菊
寿
草
』
序
文
に
は
「
花
さ
き
爺
が
時

代
」
と
い
う
言
葉
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て

私
見
を
述
べ
た
い
。『
菊
寿
草
』
を
著
し
た
大
田
南
畝
は
、
寛
延
二

年
（
一
七
四
九
）
生
ま
れ
の
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
著
作
か
ら
初
期

の
草
双
紙
へ
の
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
自
身
も
草
双
紙
の
愛
好
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ

れ
る
。
試
み
に
鱗
形
屋
板
の
草
双
紙
の
展
開
と
対
照
し
て
み
る
と
、

彼
の
生
ま
れ
た
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
ご
ろ
は
、
草
双
紙
の
装
丁

は
基
本
的
に
黒
本
体
裁
で
あ
り
、
一
部
の
、
す
な
わ
ち
昔
話
・
お
伽

話
・
初
春
の
祝
儀
物
に
つ
い
て
は
赤
本
体
裁
で
の
刊
行
が
な
さ
れ
た

時
期
に
あ
た
る
。
誰
も
が
草
双
紙
と
の
最
初
の
出
会
い
は「
桃
太
郎
」

な
ど
の
、
幼
童
向
け
の
短
編
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
然
、
南

畝
が
初
め
て
目
に
し
た
草
双
紙
は
そ
の
よ
う
な
幼
童
向
け
の
赤
本
体

裁
の
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
実
際
の
鱗
形
屋
板
草
双
紙
の

装
丁
は
、
宝
暦
期
の
途
中
で
、
一
部
の
赤
本
体
裁
を
除
い
て
は
初
摺

本
は
青
本
体
裁
に
変
化
す
る
。
宝
暦
一
〇
年
に
は
南
畝
は
一
二
歳
、

成
長
し
た
南
畝
が
幼
童
向
け
で
な
い
、
現
在
の
文
学
史
で
指
す
と
こ

ろ
の
黒
本
青
本
を
読
書
対
象
と
す
る
こ
ろ
に
は
、
草
双
紙
の
基
本
的

な
装
丁
が
、
鳳
凰
と
桐
の
一
枚
題
簽
を
伴
っ
た
黒
本
で
あ
っ
た
時
代

は
終
わ
っ
て
、
二
枚
題
簽
を
伴
っ
た
青
本
の
時
代
に
な
っ
て
い
た
。

『
菊
寿
草
』
序
文
の
中
に
「
黒
本
」
の
語
が
出
て
こ
な
い
の
に
は
、

そ
の
よ
う
な
事
情
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
は
、
南
畝
が
振
り
返
る
と
こ
ろ
の
「
花
さ
き
爺
が
時
代
」

と
は
、彼
自
身
の
読
書
体
験
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

草
創
期
の
草
双
紙
全
体
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
幼

か
っ
た
南
畝
が
出
会
っ
た
桃
太
郎
や
舌
切
れ
雀
、
兎
の
大
手
柄
を
題

材
と
し
た
赤
本
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
鱗
形
屋
の
新

板
目
録
の
中
に
、
赤
本
体
裁
の
伝
本
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
現
状

か
ら
推
察
す
る
と
、
再
摺
本
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
現
存
す
る
赤
本
の
摺
り
の
状
態
が
ひ
ど
く
悪
い
例
が
散
見
さ
れ

る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
早
い
時
期
に
板
に
お
こ
さ
れ
、
再
摺
を
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
っ
て
長
き
に
亘
っ
て
多
く
の
年
少
者
の
手
に
亘
る
、

そ
の
よ
う
な
草
双
紙
と
の
出
会
い
を
大
田
南
畝
も
経
験
し
た
ひ
と
り

な
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、『
菊
寿
草
』
序
文

の
記
事
は
、
現
存
す
る
草
双
紙
の
状
況
と
矛
盾
し
な
い
。

注（
1
） 『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
刊
行
時
に
同
一
作
品
と
掲
載
さ
れ
、
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後
に
『
赤
本
黒
本
青
本
書
誌
』
で
別
本
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た

例
に
つ
い
て
は
、
別
本
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
ま
た
、『
赤
本
黒

本
青
本
書
誌
』
に
掲
載
さ
れ
る
赤
本
の
内
、
九
分
類
に
該
当
し
な

い
も
の
が
一
三
点
確
認
さ
れ
た
。

（
2
） 津
田
真
弓
「
赤
本
『〔
絵
本
東
海
道
〕』
に
つ
い
て—

影
印
と
翻
刻
」

『
斯
道
文
庫
論
集
』
四
四
、二
〇
一
〇
年
二
月
参
照
。

（
3
） 管
見
の
限
り
、
い
わ
ゆ
る
楽
屋
落
ち
に
該
当
す
る
よ
う
な
趣
向
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
） 『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集 
江
戸
篇
』・『
草
双
紙
集
』（
新
日
本
古
典

文
学
木
大
系
八
三
、一
九
九
七
年
、
岩
波
書
店
）
木
村
八
重
子
『
草

双
紙
の
世
界
』（
二
〇
〇
九
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
ほ
か
。

（
5
） 注
４
に
同
じ
。

（
6
） 当
該
書
の
「
行
成
表
紙
本
・
赤
小
本
・
雛
本
・
赤
本　

仮
年
表
」

の
赤
本
の
項
目
に
は
、「
今
後
の
修
正
を
要
す
る
私
的
な
心
覚
え

で
あ
る
。」
と
注
記
し
た
上
で
、
現
存
す
る
赤
本
元
禄
宝
永
頃
か

ら
宝
暦
明
和
頃
ま
で
年
代
順
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
内
、『
は

ち
か
つ
き
ひ
め
』
は
享
保
八
年
と
享
保
一
一
年
に
配
置
さ
れ
四
二

番
目
、寛
延
二
年
刊
行
の『
塩
売
文
太
物
語
』は
一
一
三
番
目
と
な
っ

て
い
る
。

（
7
） 『
江
戸
の
絵
本
Ⅲ
』（
一
九
八
八
年
、国
書
刊
行
会
、加
藤
康
子
解
説
）

所
収
。

（
8
） 『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集　

江
戸
篇
』・
佐
藤
悟
「
草
双
紙
に
関
す

る
い
く
つ
か
の
疑
問
」・
拙
稿
「
実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
舌

切
雀
』
影
印
と
翻
刻
」（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』

第
二
十
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（
9
） 佐
藤
悟
「
赤
本
『
女
は
ち
の
木
』
に
つ
い
て
」（『
實
踐
國
文
學
』

第
五
十
九
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
」

（
10
） 拙
稿
「
富
川
房
信
画
『
鞍
馬
出
世
羽
団
』
考
」（『
實
踐
國
文
學
』

第
六
十
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）

（
11
） 拙
稿
「
富
川
房
信
画
『
福
神
十
二
段
』
考
」（『
實
踐
國
文
學
』
第

六
十
四
号
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）

（
12
） 注
11
に
同
じ
。

（
13
） 鱗
形
屋
板
の
新
板
目
録
の
記
事
を
整
理
す
る
と
、
鳥
居
清
信
と
清

満
、
も
し
く
は
清
倍
と
清
満
の
名
が
目
録
に
挙
が
っ
て
い
た
の
は

宝
暦
元
年
か
ら
明
和
元
年
の
期
間
で
あ
る
。

付
記　

 

本
稿
は
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
Ⅺ
（
於
韓
国
・
明
知
大
学

校
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
六
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を

も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
発
表
の
前
後
に
、
木
村
八
重

子
先
生
を
は
じ
め
諸
先
生
方
に
有
益
な
御
教
示
・
御
意
見
を

賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ま
つ
ば
ら　

の
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）


