
「
滝
口
入
邑
は
高
山
樗
牛
が
明
治
二
十
七
年
の
読
売
新
聞
の
歴
史
小

説・
脚
本
募
集
に
応
募
し、
二
等
（一
等
の
該
当
作
な
し）
で
首
席
と
な
っ

た
作
品
で
あ
る。
そ
し
て
同
年
四
月
十
六
日
か
ら
三
十
三
回
に
わ
た
っ
て
読

売
新
聞
に
連
載
さ
れ、

世
に
広
く
読
ま
れ
る
に
至
っ
た。
こ
の
「
滝
口
入

道」
は、
「
平
家
物
語
j

巻
十
の
「
横
笛」
か
ら
「

維
盛
入
水」
ま
で
か
ら

多
く
材
を
得
て
い
る。

時
は
平
家
全
盛
の
世、
入
道
相
国
の
催
し
た
花
見
の
宴
で、
小
松
殿
の
嫡

子
維
盛
は
家
臣
踵
景
と
背
海
波
を
見
事
に
舞
い、
人
々
の
喝
采
を
受
け
る。

そ
の
後
l

人
の
美
少
女
が
鍔
を
納
め
る。
こ
の
少
女
が
中
宮
の
曹
司、

横
笛

で
あ
る。
こ
の
宴
に
仕
候
し
た
小
松
殿
の
侍、

斎
藤
滝
口
時
穎
は、

筋
骨
逗

し
い
大
丈
夫
で、
近
頃
の
文
弱
の
流
れ
を
憂
え
て
い
た
が、
こ
の
日
か
ら
横

笛
に
心
を
奪
わ
れ
る。
剛
の
者
で
あ
っ
た
滝
口
は、
一
変
し
て
以
前
嫌
っ
て

い
た
よ
う
な
武
士
に
な
り
変
わ
る。
滝
口
は
横
笛
に
恋
文
を
送
る
が、
い
く

ら
送
っ
て
も
横
笛
か
ら
は
何
の
音
沙
汰
も
な
い。
滝
口
は
苦
悩
す
る。
そ
し

序

て
そ
の
思
い
が
恋
だ
と
気
づ
い
た
時、
一
女
子
に
迷
っ
て
武
士
道
を
怠
っ
た

こ
と
を
悔
い、
武
士
魂
の
曇
な
い
こ
と
を
自
ら
の
姿
に
求
め
る。
し
か
し、

そ
の
姿
は
以
前
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
疫
せ
衰
え
た
姿
で
あ
っ
た。

あ
る
日、
滝
口
は
父
茂
頼
に
横
笛
を
痰
に
迎
え
た
い
と
顧
い
出
る。
滝
口

の
出
世
に
心
く
だ
＜
茂
頻
は、
出
世
の
役
に
立
た
ず
と
反
対
し、
諌
め
る。

滝
口
は
次
に
出
家
の
願
い
を
申
し
出
る。
そ
れ
に
対
し、

父
は
平
家
へ
の
忠

と
親
へ
の
孝
を
説
い
て
諫
め
る。

一
方、
主
家
で
あ
る
小
松
殿
は
誼
病
で
あ
る。
滝
口
は
出
家
の
意
志
を
固

め、
暇
乞
い
に
参
ず
る
が、
小
松
殿
は
自
分
の
死
後
の
維
盛
の
こ
と
を
頼
み

置
く。
そ
の
帰
り
道、
滝
口
は
中
宮
御
所
へ
出
向
き、
そ
こ
で
砥
景
が
自
分

を
沼
と
し
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く。
横
笛
の
こ
と
も
ま
ま
な

ら
ず、

人
の
醜
さ
も
見
て
し
ま
っ
た
滝
口
は
出
家
す
る。

横
笛
は
直
兼
と
滝
口
の
恋
文
の
前
に、
途
方
に
暮
れ
て
い
た。
そ
し
て
世

を
捨
て
る
程
思
っ
て
く
れ
た
滝
口
へ
の
申
し
分
け
な
さ
か
ら、
滝
口
を
追
っ

て
嵯
峨
の
往
生
院
ま
で
訪
ね
て
行
く。
や
っ
と
の
こ
と
で
た
ど
り
箔
き、
対

面
を
乞
う
が、
滝
口
は
頑
と
し
て
会
わ
な
い。

穴

『
平
家
物
語』

の
横
笛
説
話
と
高
山
樗
牛
の
『
滝
口
入
道』

吹

陽

子
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あ
る
日
滝
口
は
深
草
に
出
か
け
て
行
き、
そ
こ
で
横
笛
が
出
家
し
た
後
死

ん
だ
こ
と
を
知
る。

．

・
小
松
殿
が
死
ん
だ
後、

清
盛
の
非
行
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
は
お
ら
ず、

平
家
は
滅
亡
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
た。
平
家
の
都
落
ち
を
目
に
し
た
滝
口
は

高
野
山
へ
移
り
住
む。

維
盛・
重
景
主
従
が、

平
家
の
陣
で
あ
る
屋
島
を
抜
け
出
し
て、

滝
口
を

頼
っ
て
高
野
へ
赴
く。
出
家
し
た
後、

都
へ
行
き
要
子
に
会
い
た
い
と
言
う

維
盛
を、
滝
口
は
一
門
と
連
命
を
共
に
す
る
よ
う
諫
め
る。
維
盛
主
従
は
滝

'
口
の
庵
室
を
出
て
和
歌
の
補
で
入
水
す
る。
滝
口
も
こ
の
主
従
の
後
を
追
い、

切
腹
す
る。

「
平
家
物
甜
j

と
の
相
違
点
と
し
て、
ま
ず
滝
口
と
横
笛
の
逍
返
の
場
面

が
挙
げ
ら
れ
る。

「
滝
口
入
道
j

で
は、

消
盛
の
催
し
た
花
見
の
宴
を
設
定
し
て
い
る。
こ

の
宴
で、

横
笛
は
鍔
を
鐸
い、
そ
の
場
の
人
々
の
目
を
奪
う。

「
平
家
物
語
j

で
は、

・・・
十
三
の
と
し
本
所
へ
ま
い
り
た
り
け
る
が、

建
礼
門
院
の
雑
仕
横
笛

と
い
ふ
お
ん
な
あ
り、

滝
口
こ
れ
を
最
愛
す。

（
巻
第
十

横
笛）

と
あ
る
だ
け
で、

潔
起
の
楊
面
は
描
か
れ
て
い
な
い。
諸
本
で
あ
る
南
都
本、

長
門
本、

源
平
盛
衰
記
に
避
返
の
場
面
が
わ
ず
か
に
杏
か
れ
て
い
る
が、

宴

と
し
て
い
る
も
の
は
な
い。
実
際
の
避
逗
の
場
面
は
不
明
で
あ
る
が、

人
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
出
会
い
を
設
定
す
る
た
め
に、

将
牛
は
宴
を
選
ん
だ。

「
源
平
盛
衰
記
j

に
は

＇

横
笛
卜
云
ハ。
本
ハ
神
綺
ノ
遊
君、
長
者
の
娘
也。
大
方
モ
焦
雙
ノ
能

者。
今
様
朗
詠
ハ
所
ノ
風
俗
ナ
レ
ハ
云
二
及
ス。
琴
琵
毯
ノ
上
手。
歌

道
ノ
方
ニ
モ
勝
タ
リ。
，

．

と
あ
り、

今
様
な
ど
の
芸
に
秀
で
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
伺
え
る。
「
平
家

物
語」
と
「
源
平
盛
衰
記
j

は
樗
牛
の
少
年
時
代
か
ら
の
愛
読
密
で
あ
っ
た

の
で
こ
こ
か
ら
考
え
出
し
た
と
思
わ
れ
る。

廣
島一
雄
氏
は
そ
の
論
文
「「
滝
口
入
道」

沈
世
ー
平
家
物
語
と
の
距
離

ー」
の
中
で、

…
ゲ
ー
テ
の
「
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み」
な
ど
を
想
起
し
な
が
ら、

樗
牛
は
主
要
人
物
逍
近
の
場
な
ど
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う。
〈
注〉

湿
返
の
場
を
花
見
の
宴
に
置
い
た
の
は、
「
平
家
物
語」
と

無
緑
で
あ
る。
主
人
公
は、
そ
の
宴
で
鉗
っ
た
女
主
人
公
の
姿
に
心
う

ば
わ
れ
た
の
で
あ
る
が、
そ
こ
に
「
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み」
の、

た
と
え
ば
ヴ
ェ
ル
テ
ル
が
初
め
て
ロ
ッ
テ
と
舞
踏
会
に
行
く
こ
と
を
約

束
し
た
部
分
な
ど
が、

屈
曲
し
た
経
路
の
は
て
に
浮
ぴ
出
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。

樗
牛
が
「
滝
口
入
道」

執
節
以
前
に、
「
若
き
ヴ
ェ
ル

テ
ル
の
悩
み」
に
接
し
て
い
た
こ
と
は、
明
治
二
十
四
年
七
月
二
十
三

日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
か
け
て
訳
出
し
た
「
淮
亭
郎
の
悲

哀」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る。
（
略）

と
述
ぺ
て
い
る。
沌
口
の
横
笛
へ
の
恋
の
苦
悩、

最
後
に
自
殺
と
い
う
経
縛
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は
「
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み」
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る。
し
か

．．
し、
こ
の
宴
の
場
面
は．、
「
ヴ
ェ
ル
テ
ル
が
初
め
て
ロ
ッ
テ
と
舞
踏
会
に
行

く
こ
と
を
約
束
し
た
部
分
な
ど
が、

屈
曲
し
た
経
路
の
は
て
に
浮
ぴ
出
た」

の
で
は
な
く、
「
平
家
物
語」
の
「
熊
野
参
詣」
か
ら
案
を
得
た
と
い
う
ペ

き
で
あ
る。
こ
れ
は
維
盛
主
従
出
家
の
後、

宿
願
を
果
た
す
た
め
に
熊
野
を

訪
れ
た
維
盛
を、
よ
く
見
知
っ
た
悩
が
同
行
の
俯
ら
に
匝
っ
た
言
葉
の
中
に

出
て
＜
る。

あ
の
殿
の
い
ま
だ
四
位
少
将
と
き
こ
え
給
ひ
し
安
元
の
春
比、

法
住
寺

殿
に
て
五
十
御
賀
の
あ
り
し
に、
（
中
略）

此
三
位
中
将、

桜
の
花
を

か
ざ
し
て
斉
海
波
を
ま
う
て
出
ら
れ
た
り
し
か
ば、

露
に
洲
た
る
花
の

御
姿、

凪
に
翻
る
鐸
の
袖、

地
を
て
ら
し
天
も
か
、
や
く
ば
か
り
也°.

女
院
よ
り
関
白
殿
を
御
使
に
て
御
衣
を
か
け
ら
れ
し
か
ば
（
中
略）

内

衷
の
女
房
達
の
な
か
に
は、
「
深
山
木
の
な
か
の
桜
梅
と
こ
そ
お
ぽ
ゆ

れ」
な
ン
ど
い
は
れ
給
し
人
ぞ
か
し。

（
巻
第
十・

熊
野
参
詣）．

一
方、
「
滝
口
入
道」
で
は、

．．

．．．
 露
の
ま
、
な
る
桜
か
ざ
し
て
立
た
れ
た
る
四
位
の
少
将
維
盛
孵。

御

年
辛
く
二
十
二、

青
絲
の
髭、

紅
玉
の
膚、

平
門
第一
の
美
男
と
て、

か
ざ
す
桜
も
色
失
せ
て、

何
れ
を
花、

何
れ
を
人
と
分
た
ざ
り
け
り。

（
中
略）

何
れ
劣
ら
ぬ
優
美
の
姿、

適
怨
情
和、

曲
に
随
て
一
絲
も
乱

れ
ぬ
歩
武
の
節、

首
尾
能
＜
宵
海
波
を
ぞ
鐸
ひ
納
め
け
る。

瀾
座
の

ひ
さ
で

も
の

人
々
感
に
堪
へ
ざ
る
は
撫
＜、

中
宮
よ
り
は
殊
に
女
房
を
使
に
緩
頭

さ

が

の
御
衣
を
懇
け
ら
れ
け
れ
ば、
（
中
略）

跡
に
て
口
菩
悪
な
き
女
房
共

は、

少
将
殿
こ
そ
深
山
木
の
中
の
楊
梅、
・・・

と
描
か
れ、

桜
の
花
を
か
ざ
し
て
冑
海
波
を
舞
う
こ
と、

女
院
（
中
宮）

か

ら
御
衣
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と、

女
房
た
ち
に
「
深
山
木
の
中
の
桜
樟
（
楊

梅）
J
(^

注）

平
家
物
話
で
も
諸
本
に
よ
っ
て
は
「
楊
梅」
と
な
っ
て
い

る。）

と
甘
わ
れ
た
こ
と
な
ど
酷
似
し
て
い
る。
『
平
家
物
栢」．
で
描
か
れ
た

場
面
は
後
白
河
院
の
五
十
の
御
賀
で
あ
る
が、．
平
家一
門
が
院
や
天
昆
に
彩

響
を
及
ぼ
す
程
の
勢
力
が
あっ
た
こ
と
か
ら
し
て
も、

消
盛
主
催
の
花
見
の

宴
が＂

院
の
五
十
の
御
賀
と
並
ぶ
程
盛
大
豪
蔀
で
あ
っ
て
も
な
ん
の
不
思
議

も
な
い
。
そ
じ
て
芸
達
者
で
あ
っ
た
と
記
す
「
源
平
盛
哀
記
j

を
参
考
に
し

て、

横
笛
に
鐸
を
鉗
わ
せ、

避
返
の
場
面
を
作
り
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う。

従
っ
て
「
平
家
物
罪」
と
は
無
縁
で
あ
る
と
は
酋
い
甦
い
。

次
に、

沌
口
の
容
貌
に
つ
い
て、
「
沌
口
入
道」
で
は、

性
潤
遠
に
し
て
身
の
丈
六
尺
に
近
く、

筋
骨
飽
く
ま
で
逗
し
く、
（
中

ざ
れ
ご
と

略）

浮
き
た
る
世
の
雑
言
は
刀
の
柄
の
庭
程
も
知
ら
ず、
（
中
略）

空

か
こ

肱
撫
で
て
長
剣
の
軽
き
を
卿
つ
二
十
三
年
の
春
の
今
日
ま
で、

世
に

畏
ろ
し
き
者
を
見
ず、

出
入
の
息
を
除
き
て
は、

六
尺
の
罷
、

何
虚

�．．

を
蕨
と
分
つ
べ
く
も
見
せ
ず、

と
い
う
屈
強
の
武
士
と
し
て
現
れ
る。
し
か
し、
「
平
家
物
語
j

で
は、

布
衣
に
立
烏
悧
子、

衣
文
を
つ
く
ろ
ひ、

髪
を
な
で、

花
や
か
な
り
し

お
の
こ
也。

（
巻
第
十

横
笛）

と
描
か
れ、

文
中
に
見
え
る
限
り
で
は
当
世
凪
の
武
士
に
近
い
様
子
で
あ
る。

こ
れ
は、
『
滝
口
入
道
j

に
お
い
て、

沌`
口
が
恋
に
よ
っ
て
様
が
変
わ
り
果
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1
· 

・
て
て
し
ま
う、

そ
の
対
照
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
樗
牛
の
演
出
で
あ
る
と

い
え
よ
う。

ま
た、

小
松
殿
は
滝
口
に
遺
言
と
し
て
維
盛
の
こ
と
を
頻
み
置
く
が、
こ

れ
は
「
平
家
物
語」

に
は
全
く
見
ら
れ
な
い。

そ
し
て、

維
盛
が
滝
口
を
頼
っ
て
高
野
山
へ
登
っ
て
来
た
時、

維
盛
は、

武
士
姿
で
は
京
へ
入
れ
な
い
こ
と
を
悟
り、

滝
口
に
出
家
を
願
い、

僧
形
で

京
の
要
子
に
会
お
う
と
考
え
る。
「
平
家
物
語」

で
は、

初
め
は
妾
子
に
会

い
た
い
一
念
で
屋
島
を
出
る
が、

生
け
捕
り
に
さ
れ
て
恥
を
さ
ら
す
こ
と
は

平
家
の
嫡
流
と
し
て
で
き
な
い
と
考
え
直
し、

滝
口
を
頼
っ
て
出
家
し、

宿

願
で
あ
っ
た
熊
野
参
詣
後、

入
水
す
る。
「
滝
口
入
道
j

の
維
盛
は、

要
子

へ
の
未
練
断
ち
が
た
く、

滝
口
の
諒
言
に
会
う
ま
で
自
分
の
思
慮
の
浅
さ
に

気
づ
か
な
い。

そ
し
て
そ
の
諫
言
に
自
ら
の
行
動
を
恥
じ、

重
兼
と
と
も
に

入
水
す
る。
『
滝
口
入
道」
の
維
盛
は、
「
平
家
物
語
j
'

の
そ
れ
よ
り
思
慮
浅

く、

未
熟
で
あ
る。

小
松
殿
の
遺
言、

維
盛
の
未
熟
さ
と
行
動
は、

樗
牛
の
作
り
出
し
た
虚
構

で
あ
り、

最
後
の
滝
口
が
維
盛
を
諫
め
る
部
分、

ひ
い
て
は
滝
口
切
腹
へ
の

伏
線
と
な
っ
て
い
る。

＇

ま
た
滝
口
が、

横
笛
と
の
結
婚
を
願
い
出
る
こ
と、

父
に
諫
め
ら
れ
る
以

，
前
に
出
家
を
考
え
て
い
た
こ
と、

嵯
峨
か
ら
高
野
山
へ
移
る
動
機、
な
ど
の

違
い
が
あ
る
が、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は、

前
掲
の
廣
烏
氏
の
論
文
に
詳
し
い。

こ
の
他、

滝
口
と
横
笛
の
関
係
と、

滝
口
の
自
己
本
位
な
性
格
に
「
平
家

物
語」
と
の
違
い
が
大
き
く
見
ら
れ
る。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て

『
滝
口
入
道」
で
は、

滝
口
と
煎
派
の
求
愛
に
迷
う
横
笛
が
描
か
れ
る。

『
平
家
物
ts」
で
は、

滝
口
と
横
笛
は
相
思
相
愛
の
男
女
と
し
て
現
れ
る。

滝
口
と
横
笛
の
問
柄
を
示
す
文
章
と
し
て
は、

廷
礼
門
院
の
雑
仕
横
笛
と
い
ふ
お
ん
な
あ
り、

滝
口
こ
れ
を
飛
愛
す。

横
笛）

と、

滝
口
が
出
家
し
た
と
聞
い
た、

横
笛
の
言
葉、

「
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め、
さ
ま
を
さ
へ
か
へ
け
ん
事
の
う
ら
め
し
さ
よ．

た
と
ひ
世
を
ば
そ
む
く
と
も、

な
ど
か
か
く
と
し
ら
せ
ざ
ら
ん。」

（
巻
第
十

横
笛）

の
二
箇
所
の
み
で
あ
る。
こ
の
短
い
文
章
の
中
か
ら
で
も、

横
笛
と
滝
口
が

深
く
契
り
を
結
ん
で
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う。

•

『
平
家
物
語
j

に
全
く
現
れ
な
い
泄
口
の
好
敵
手
と
し
て
樗
牛
は、

維
盛

の
従
者
重
景
を
置
い
た。
滝
口
は
昔
風
の
武
骨
者
の
武
士、

そ
し
て
頂
景
は

当
世
風
の
美
男
子
で
あ
る。

容
姿・
気
質
は
対
称
的
な
二
人
で
あ
る。

花
見
の
在
の
後、

横
笛
の
元
に
は
数
多
く
の
恋
文
が
届
け
ら
れ
る。
ま
だ、

都
に
出
て
き
た
ば
か
り
で
世
慣
れ
ぬ
横
笛
は、
ど
う
返
事
を
し
て
よ
い
の
か

分
か
ら
ず、

そ
の
ま
ま
日
を
過
ご
す
う
ち
に、

恋
文
の
数
は
減
っ
て
い
っ
た。

最
後
に
残
っ
た
の
が
滝
口
と
皿
景
の
二
人
で
あ
っ
た。
横
笛
は
二
人
の
文
を

み
る
に
つ
け
て
も
ど
ち
ら
も
同
じ
く
ら
い
心
ざ
し
深
く、

人
の
評
判
を
聞
い

゜
＜

‘

 

（
巻
第
十
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て
も、

滝
口
の
武
勇
人
た
る
を
誉
め
る
も
あ
れ
ば、

重
景
の
容
姿
の
優
れ
た

る
を
誉
め
る
も
あ
る。

そ
し
て
共
に
小
松
殿
の
家
臣
で、

世
間
に
も
知
ら
れ

．
．
た
名
士
で
あ
る。

ど
ち
ら
に
決
め
よ
う
に
も
比
ぺ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る。

横
笛
は
滝
口
と
重
景
の
間
に
挟
ま
れ
て
悩
ん
で
い
た。
ど
ち
ら
も
甲
乙
つ

け
が
た
い
様
子
で
あ
る。
い
つ
も
重
景
の
文
伝
え
を
す
る
冷
泉
と
い
う
老
女

は、

重
景
か
ら
の
報
耐
目
当
て
に
滝
口
を
悪
し
様
に
言
う。

滝
口
が
自
分
へ

の
恋
に
世
を
は
か
な
ん
で
出
家
し
た
と
聞
く
に
及
ぴ、

滝
口
の
心
ざ
し
の
深

さ
を
今
更
な
が
ら
感
じ、

そ
れ
に
比
ぺ
て
冷
呆
に
議
言
を
言
わ
せ
る
重
素
を

疎
ま
し
く
思
う。

横
笛
は
二
人
の
「
板
挟
み」
の
結
果、
一
方
が
苦
し
い
恋

心
に
世
を
捨
て
た
と
間
く
に
及
ぴ、

そ
ち
ら
に
深
い
心
ざ
し
を
見
る。

そ
し

て
女
房
た
ち
に
「
可
惜
勇
士
に
世
を
捨
て
さ
せ
し」
と
言
わ
れ、

自
分
の
責

任
を
痛
い
ほ
ど
感
じ、

許
し
を
乞
お
う
と
滝
口
を
防
ね
る。
こ
の
場
合、

横

笛
の
滝
口
に
対
す
る
感
情
は
申
し
分
け
な
さ
と
憐
み
で
あ
る。

決
し
て
恋
愛

感
情
か
ら
で
は
な
い
。

嵯
緞
に
滝
口
を
訪
れ
た
横
笛
は、

つ

れ

な

・・・
心
狭
き
妾
に、

趾
ぢ
て
死
ね
と
の
御
事
か。

無
情
か
り
し
妾
を
こ
そ

憎
め、

可
惜
武
士
を
世
の
外
に
し
て、

様
を
変
へ
給
ふ
こ
と
の
恨
め
し

く
も
亦
痛
は
し
け
れ。

荘
開
け
給
へ、

思
ひ
詰
め
し
一
念、

聞
き
給
は

ず
と
も
言
は
で
は
已
ま
じ。

と
訴
え
る。
し
か
し
対
面
は
呆
た
せ
な
い
。

そ
の
後、

横
笛
は
罪
の
意
織
か

ら
出
家
し、

そ
の
思
い
が
積
も
っ
た
た
め
か
死
ん
で
し
ま
う。

滝
口
は
深
荘
へ
赴
き、

老
女
か
ら
「
恋
塚」
の
話
を
開
く。

そ
の
恋
埃
は

3
 

果
た
し
て
横
笛
の
墓
で
あ
っ
た。

そ
し
て
つ
れ
な
く
追
い
返
し
た
自
分
を
悔

い
る。横

笛
と
滝
口
に、

狐
景
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り、

板
袂
み
に
悩
む
女
性
が

現
れ
た。

そ
し
て、

ま
ま
な
ら
ぬ
恋
と、

重
景
の
腹
言
か
ら
人
の
世
の
醜
さ

を
見
た
滝
口
は、

そ
れ
に
よ
り
出
家
す
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
は、

滝
口
を
自

己
本
位
な
人
間
と
し
て
描
く
の
に
必
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る。

こ
の
よ
う
に
し
て、

滝
口
が
自
己
を
は
っ
き
り
持
っ
た
人
物
と
し
て
登
場

す
る
が、

樗
牛
は
ど
う
し
て
滝
口
を
こ
の
よ
う
に
描
い
た
の
だ
ろ
う
か。

滝

口
の
性
格
に
つ
い
て
見
て
い
く。

平
家
一
門
の
人
々
は、

文
弱
の
流
れ
に
染
ま
っ
て、

刀
も
い
つ
の
間
に
か

白
銀
造
り
の
細
鞘
に
変
わ
り、

衣
装
も
優
美
な
物
に
な
り、

弓
矢
の
代
わ
り

に
管
弦
の
調
ぺ
に
手
を
染
め
る
な
ど、

武
士
で
あ
り
な
が
ら
武
士
道
を
忘
れ

た
よ
う
な
有
様
で
あ
る。

そ
の
中
で、
ム

る

｀
。

扱
も
心
得
ぬ
六
波
羅
武
士
が
挙
動
か
な、
（
中
略）

弓
矢
の
外
に
は
武

なIf
か

士
の
住
む
ぺ
き
世
有
り
と
も
思
は
ぬ
一
徹
の
時
頼
に
は、

兎
角
慨
は

し
く、

苦
々
し
き
事
の
み
耳
目
に
隣
れ
て、

平
和
の
祉
の
中
面
白
か
ら

ず、

あ
は
れ
何
虞
に
て
も
一
戦
の
起
れ
か
し、
い
で
や
二
十
餘
年
の
風

雨
に
鍛
へ
し
我
が
技
栢
を
顕
は
し
て、

日
頃
我
を
武
骨
者
と
嘲
り
し
優

長
武
士
に
一
泡
吹
か
せ
ん
ず

と
一
人
気
を
吐
い
て
い
る
時
穎
は、

周
囲
の
人
々
に
時
流
に
合
わ
な
い
頑
固
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者
と
見
ら
れ
て
い
る。
し
か
し、

滝
口
は
我
が
信
じ
る
武
士
迫
を
突
き
進
ん

で
い
る
だ
け
で
あ
る。
つ
ま
り、

確
固
と
し
た
信
念
を
持
っ
て
い
る
人
物
と

い
え
る。
こ
の
よ
う
な
信
念、
つ
ま
り
自
己
を
持
っ
て
い
な
い
人
々
が、

時

流
に
乗
っ
て
い
く
の
で
あ
る。

そ
の
滝
口
も
恋
に
心
を
奪
わ
れ
る
に
及
ぴ、

武
士
道
を
怠
り、

以
前
は
馬

匝
に
し
て
い
た
当
世
風
の
武
士
姿
に
な
っ
て
し
ま
う。

我
が
恋
心
に
気
づ
き、

い
つ
し
か
当
世
凪
の
武
士
に
な
っ
た
滝
口
は、

再
ぴ
武
士
辺
に
生
き
よ
う、

い
や
そ
れ
で
も
横
笛
は
諦
め
切
れ
ぬ、

と
心
の
中
で
葛
藤
す
る。
武
士
道
に

生
き
る
に
は
横
笛
は
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
徹
の
滝
口
に
は
両
方
を
同
時

に
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。
し
か
し、

恋
の
一
念
は
す
っ
ぱ
り
と

浙
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
気
づ
き、

そ
れ
で
は
武
士
道
も
ま
ま
な
ら
ぬ

と
出
家
を
考
え
は
じ
め
る。

許
さ
れ
ぬ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
父
に
横
笛
を

妥
に、
と
申
し
出、

そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
る
と
出
家
を
額
い
出
る。

父
は、

平

家
へ
の
忠
と
父
へ
の
孝
を
盾
に
諫
め
る
が、

滝
口
は
開
き
入
れ
な
い
。
そ
し

て
骰
後
の
暇
乞
い
に
主
君、

小
松
殿
を
見
鐸
い、

滝
口
が
出
家
す
る
と
も
知

ら
ぬ
小
松
殷
に
嫡
子
維
盛
の
こ
と
を
頼
み
骰
か
れ
て
も
出
家
の
意
志
は
動
か

な
い。
ま
た、

同
じ
く
横
笛
に
心
を
よ
せ
る
砥
景
が、

滝
口
を
裕
と
し
め
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
知
り、
一
時
は
怒
っ
た
が、

・

「
何
事
も
今
の
身
に
は
還
ら
ぬ
歩
の、

恨
も
な
し。

友
を
売
り
人
を

い

つ

は

．

詐
る
末
の
世
と
思
へ
ば、

我
が
為
に
善
知
識
ぞ
や、

…」

と、

浮
き
世
を
捨
て
る
者
に
は、
こ
の
よ
う
な
世
の
醜
さ
を
見
た
こ
と
は
か

．．
 
え
っ
て
笹
知
微
で
あ
る
と
考
え
る。

横
笛
へ
の
恋
に
破
れ
た
滝
口
は、

文
弱
の
当
世
流
の
武
士
姿
に
な
り
変

わ
っ
た
が、

そ
の
姿
で
は
父
へ
の
恩、

小
松
殿
の
恩
に
は
応
え
ら
れ
な
い
と

考
え
る。
以
前
の
よ
う
に
他
人・
に
武
骨
者
と
嘲
ら
れ
よ
う
と
も
自
分
が
信
じ

て
い
た
武
士
姿
で
な
く
て
は
彼
自
身
許
せ
な
か
っ
た。
し
か
し、
こ
の
浮
き

枇
に
い
る
限
り
愛
欲
は
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
彼
に

は、

以
前
の
よ
う
な
筋
骨
退
し
い
武
士
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
ま

た
明
ら
か
だ
っ
た。

受
欲
の
束
縛
を
受
け、

我
が
侶
じ
る
武
士
辺
に
戻
る
こ

と
も
叶
わ
ず、
こ
の
ま
ま
で
は
父
へ
の
恩、．
主
君
へ
の
恩
に
も
応
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に、

彼
が
持
ち
う
る
可
能
性
の
全
て
を
否
定
さ
れ、

残
さ
れ
た
道
は
た
だ
一
っ、

世
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る。
こ
れ

は
滝
口
が
あ
ま
り
に
も一
徹
で
あ
り、

自
ら
を
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
た
め

に
お
こ
っ
た
思
考
で
あ
っ
た。

「滴
口
入
道

と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
す
る
小
説
と
し
て
幸
田
露
伴
の

「
五
頂
塔
J

(
明
治
二
四
年
1
二
五
年）

が
非
げ
ら
れ
る。
「
五
菰
塔」

は

「
風
流
佛j
に
始
ま
る
露
伴
の
載
人
気
質
物
の
最
後
に
位
阻
す
る
作
品
で
あ

り、
こ
の
作
品
で
露
伴
は
個
人
主
義
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る。

大
工
の
十
兵
術
は、
「
の
つ
そ
り」
と
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
る
程
寛
潤
な

気
質
で
あ
る。
そ
の
気
質
の
た
め
に
仕
事
も
取
り
逃
が
し
が
ち
で、

腕
は
良

い
が
雑
ら
し
向
き
は
か
ん
ば
し
く
な
い.
•

谷
中
感
応
寺
に
五
lit
塔
建
立
の
話
が
あ
る
こ
と
を
聞
く
や
い
な
や、

十
兵

衛
は
そ
の
仕
事
を
し
た
い
と
思
う。
＋
兵
術
の
親
方
源
太
に、
と
い
う
話
で
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あ
っ
た
が、．
十
兵
衛
は
構
わ
ず、

「・・・
思
ひ
詰
め
て
参
上
り
ま
し
た、
そ
の
五
孤
塔
を
（
中
略）
為
せ
て、

2
ん
り

五
砥
塔
の
仕
事
を
私
に
為
せ
て
い
た
ゞ
き
た
い、
そ
れ
で
参
上
ま
し

た、
JII
越
の
源
太
様
が
梢
り
を
し
た
と
は
五
六
日
前
開
き
ま
し
た、
そ

れ
か
ら
私
は
寝
ま
せ
ぬ
は、
御
上
人
様、
五
重
塔
は
百
年
に一
度一
生

に一
度
建
つ
も
の
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ、
恩
を
受
け
て
居
り
ま
す
源
太

様
の
仕
事
を
奪
り
た
く
は
お
も
ひ
ま
せ
ぬ
が
（
中
略）
晴
れ
て
居
る
空

あ

か

り

と
ど

を
見
て
も
燈
光
の
達
か
ぬ
室
の
隅
の
暗
い
と
こ
ろ
を
見
て
も、
白
木

造
り
の
五
煎
の
塔
が
ぬ
つ
と
突
立
つ
て
私
を
見
下
し
て
居
り
ま
す
る
は

と
上
人
に
願
い
出
る。

そ
し
て
ど
ち
ら
か
に
任
せ
る
か
決
定
す
る
日、
上
人
は
仏
説
を
引
き、
兄

弟
は
互
い
に
助
け
合
う
も
の
だ
と
説
教
し、
は
っ
き
り
と
決
定
は
し
な
い。

そ
の
帰
り
道、
十
兵
衛
は、

．

．

あ
あ
ど
う

か
う

呼
何
に
も
彼
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
ぢ
ゃ、
相
手
は
恩
の
あ
る
源
太
親
方、

ど

う

か

う

↑

な

＂

そ
れ
に
恨
の
向
け
や
う
も
な
し、
何
様
し
て
も

彼様
し
て
も
温
顧
に

.)
ら

U

し
と

此
方
の
身
を
退
く
よ
り
他
に
思
案
も
何
も
な
い
歎、
（
中
略）
固
よ
り

ひ

と

我
は
弟
の
身、
ひ
と
し
ほ
他
に
譲
ら
ね
ば
人
間
ら
し
く
も
燕
い
も
の
に

な
る、
唖
呼
弟
と
は
辛
い
も
の
ぢ
ゃ

と
思
う。
一
方、
源
太
親
方
は、
上
人
の
言
葉
を
聞
き、
十
兵
術
に
二
人
で

建
て
よ
う
と
も
ち
か
け
る。
有
難
い
は
ず
の
こ
の
申
し
出
に、
十
兵
衛
は、

二
人
で
為
う
と
は
情
無
い、
十
兵
衛
に
半
分
仕
事
を
譲
つ
て
下
さ
れ
う

と
は
御
慈
悲
の
や
う
で
情
無
い、
厭
で
ご
ざ
り
ま
す、
（
中
略）
一
ツ

し
ん

そ
ヘ

の
仕
事
を
二
人
で
す
る
は、
よ
し
や
十
兵
衛
心
に
な
つ
て
も
副
に
な

ど
う

つ
て
も、
厭
な
り
や
何
し
て
も
出
来
ま
せ
ぬ、

と
断
る。

そ
の
後、
源
太
親
方
が
辞
退
し
た
た
め、
五
瓜
塔
は
十
兵
術
に
任
さ
れ
る。

源
太
親
方
は
好
意
で
自
分
が
作
っ
た
見
積
り
を
十
兵
衛
に
譲
ろ
う
と
す
る
が、

十
兵
衛
は
固
辞
す
るf

,

こ
の
十
兵
衛
の
頑
な
さ
は
相
当
な
も
の
で
あ
る。
十
兵
術
は、
五
須
塔
を

建
て
る
ま
で
そ
れ
程
強
く
望
む
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
9

そ

れ
が
五
誼
塔
建
立
を
聞
く
や、
人
が
変
わ
っ
た
様
に
執
着
す
る。
そ
の
執
沿

は、
世
話
に
な
っ
て
い
る
源
太
親
方
の
仕
事
に
も
関
わ
ら
ず、
願
い
出
る
と

こ
ろ
に
現
れ
る。
し
か
も
二
人
合
作
で
は
な
く、
「一
人
で」
建
て
る
こ
と

を
望
む。
つ
ま
り、
十
兵
衛
は、
こ
の
五
重
塔
建
立
に
自
分
の
存
在
意
義
を

求
め
た
の
で
あ
る。
い
つ
も
「
の
つ
そ
り」
と
馬
施
に
さ
れ、
立
派
な
腕
が

あ
り
な
が
ら
人
に
認
め
ら
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と
は
十
兵
衛
に
と
っ
て
悲
し

か
っ
た。
自
分一
人
で
建
て、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
し、
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
自
分
の
腕
は
そ
の
程
度、
つ
ま
り
個
と
し
て
の
存
在
意
義
が

な
い、
と
諦
め
も
つ
く。
そ
の
た
め
に
「一
人」
に
こ
だ
わ
っ
た。

塔
が
完
成
し、
落
成
式
も
間
近
と
い
う
日、
暴
風
雨
に
な
り、
五
煎
塔
は

倒
れ
ん
ば
か
り
に
撓
み、
揺
ら
ぐ。
十
兵
衛
は
板一
枚
吹
き
め
く
ら
れ
て
も

死
を
も
辞
さ
ぬ
と
い
っ
た
党
悟
で
塔
に
登
る。
こ
こ
に、
自
ら
の
存
在
意
義

で
あ
る
五
煎
塔
を
信
じ、
ま
た
貨
任
を一
身
に
負
お
う
と
し
た
十
兵
衛
の
姿
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・

勢
が
示
さ
れ
る。

摺
伴
は、
一

條
で
自
己
を
押
し
通
し
て
い
き
な
が
ら
個
の
存
在
を
求
め
る

十
兵
衛
を
描
く
こ
と
で、

個
人
主
義
を
確
立
し
た。

樗
牛
は、

露
伴
の
作
を
評
し
て、

惟
ふ
に
彼
が
芳
作
は
お
し
な
ぺ
て
是
の
一

紐
の
個
人
主
義
に
撮
り
て
製

作
せ
ら
れ
た
る
に
は
非
ざ
る
か。

吾
等
の
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば、

子

が
作
に
は
常
に
一

個
の
観
念
と
名
＜
ぺ
き
も
の
を
有
す。

例
へ
ば、

「
風
流
佛」

の
如
き、
「
一

口
剣」

の
如
き、

は
た
又
「
五
誼
塔」

の

如
き、

皆
之
れ
殆
ど
同
一
の
モ
ー
ラ
ル
を
以
て
之
を
貰
け
る
も
の
に
は

非
ざ
る
か。

即
ち
一

念
の
強
さ
は
岩
を
も
穿
つ
ぺ
し。
一

念
に
し
て
屈

せ
ず
撓
ま
ざ
れ
ば、

外
来
の
勢
力
又
吾
れ
を
奈
何
と
も
す
ぺ
か
ら
ず、

精
神
一

到
何
事
か
成
ら
ざ
ら
む
の
意
を
鼓
吹
せ
る
も
の
と
見
る
を
得
ペ

か
ら
ざ
る
か。

是
の
如
く
意
を
重
む
ず
る
は、

子
が
作
に
於
て
見
逍
し

難
き
特
色
な
り。

（「
明
治
の
小
説」

明
治
三
十
年
六
月）

と
述
ぺ
て
い
る。

樗
牛
は
露
伴
の
描
く、

自
己
の
特
質
を
持
っ
た
人
に
個
人

•

主
義
を
見
た。

樗
牛
が
描
い
た
滝
口
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

滝
口
は
「
五
虚
塔
j

の
十
兵
衛
と
同
じ
く
一

撤
で
自
己
を
押
し
通
し
て
い

•
•
•
V
人
物
と
し
て
描
か
れ
る。

と
こ
ろ
が、

平
家
が
滅
亡
へ
の
道
を
歩
む
に
つ

れ、

滝
口
も
死
へ
と
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る。

・
・

出
家
後、

滝
口
は
嵯
峨
で
行
い
澄
ま
し
て
い
る。

恋
焦
が
れ
た
横
笛
の
訪

れ
に
も
心
静
か
に
対
応
で
き
た
程
で
あ
る。

と
こ
ろ
が
平
家
一

門
の
こ
と
と

な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。

あ
る
日
六
波
謹
あ
た
り
に
大
火
が
あ
る
の
を
見
て
取
る
物
も
取
り
あ
え
ず

都
へ
向
け
て
行
く。

呆
し
て
そ
れ
は、

平
家
の
都
落
ち
の
日
で
あ
っ
た。

そ

の
日
以
来、

平
家
の
い
な
い
都
近
く
に
は
居
る
用
が
な
い
と
い
っ
た
風
に
高

野
へ
登
る。

滝
口
は、

出
家
に
よ
り
横
笛
の
こ
と
は
蹄
め
る
こ
と
が
で
き
た。、
つ
ま
り、

愛
欲
か
ら
の
自
由
は
手
に
入
れ
た
わ
け
で
あ
る。

し
か
しへ

仏
に
仕
え
る
身

で
あ
り
な
が
ら、

平
家
一

門
の
こ
と
は
頭
か
ら
離
れ
な
い
。

雄
盛
が
滝
口
を

頼
っ
て
訪
れ
た
時
も、

出
家
し
て
か
ら
都
へ
赴
く、

と
い
う
維
盛
に
同
情
し

叶
え
よ
う
と
し
た。

と
こ
ろ
が、
一

晩
つ
く
ね
ん
と
考
え
る
と、

小
松
殿
に、

ふ
み
t
い

平
家
の
嫡
流
と
し
て
卑
怯
の
挙
動
な
ど
あ
ら
ん
に
は、

祖
先
累
代
の

貶
辱
是
上
あ
る
ぺ
か
ら
ず。

維
盛
が
行
末
守
り
呉
れ
よ。

と
類
み
位
か
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し、

断
腸
の
思
い
で
雄
盛
を
諫
め
る。
一

門
か
ら
落
ち
の
ぴ
て
き
た
維
盛
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
卑
怯
の
挙
動」

を
し

て
い
る
。

ま
た、

要
子
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
、

武
士
と
し
て
恥
ず
ペ

き
こ
と
で
あ
る。

こ
の
「
卑
怯
の
挙
動」

を
改
め
さ
せ
る
た
め
に、

滝
口
は

雄
盛
を
一

門
の
い
る
屋
島
へ
帰
る
よ
う
し
む
け
た
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が
維

盛
・

重
景
が
入
水
す
る
に
及
び、

小
松
殿
の
遺
言
を
呆
た
せ
な
か
っ
た
滝
口

は
切
服
す
る。

出
家
に
よ
り
浮
き
世
の
全
て
の
物
を
捨
て
た
は
ず
の
滝
口
で
あ
る
が、

武

士
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。

こ
れ
は
滝
口
の
死
に
方
に
最
も
よ
く

現
れ
る。

出
家
の
目
的
は、

煩
悩
を
滅
却
し
て
絶
対
的
自
由
を
手
に
入
れ
る
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こ
と
で
あ
る。

沌
口
は
出
家
の
目
的
よ
り、

武
士
を
捨
て
ず、

主
君
へ
の
忠

を
実
現
す
る
と
い
う
自
己
の
意
志
に
重
点
を
俗
い
た。
自
己
の
意
志
を
砥
視

す
る
と
い

う点
で●

露
伴
の
十
兵
衛
と
共
通
す
る。
し
か
し、

滝
口
は
自
己

の
存
在
意
義
を
平
家一
門
と
小
松
殿
の
遺
言
に
見
て
い
た。

決
し
て、

自
己

に
で
は
な
い。
そ
し
て
平
家
の
嫡
流
を
失
う
と
同
時
に、

小
松
殿
の
遺
言
も

果
た
せ
な
か
っ
た
沌
口
に
は、

も
は
や
自
己
存
在
の
理
由
は
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る。

自
己
の
意
志
を
瓜
祝
す
る
滝
口
で
あ
っ
た
が、

集
団
よ
り
個
人、
つ
ま
り

自
己
に
主
要
な

意義
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。

樗
牛
は
露
伴
の
償

い
た
自
己
の
特
質
を
持
っ
た
人
11
個
人
主
義
と
解
し
た。

そ
の
点
で
当
時
の

樗
牛
流
個
人
主
義
11
主
我
主
義
を
「
滝
口
入
道
j

に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で

き
た
と
い
え
る。
し
か
し、

個
人
主
義
の
特
徴
で
あ
る、

集
団
よ
り
も
個
人

の
意
義
を
誼
視
す
る
と
い
う
面
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。

樗
牛
の
少
年
時
代
か
ら
の
愛
読
苔
で
あ
っ
た、
「
平
家
物
語
j

と
「
源
平

盛
哀
記」
は、
こ
の
よ
う
に、

佃
人
主
義
に
ま
で
発
展
す
る
小
説
と
し
て
再

生
さ
れ
た。

そ
れ
で
は、

樗
牛
が
愛
醗
し
て
い
た
「
沌
口
入
道
j

の
も
と
と
な
っ
た

豆
家
物
栢』
は、
ど
の
諾
本
で
あ
ろ
う
か。

見
る
こ
と
の
で
き
た
性一
本、

雇
代
本、

葉
子
十
行
本、

流
布
本、

百
二
十
句
本、

八
坂
本、

平
松
家
本、

鎌
倉
本、

四
部
合
戦
状
本、

跳
評
保、

W
都
本、

延
慶
本、

長
門
本
の
十
三

4 

"* 横笛の死 深山木の楕指

党一本 出家 0 桜梅 x

厖代本 ク ゜ なし x

葉子本 ク ゜ 桜梅 x

流布本 ，， ゜ ゜

百二十勺本 ,, ゜ なし x 

八坂本 ，' ゜ ゜

平松家本 ', ゜ 桜梅 x

鎌倉本 ，， ゜ ク

1!!1部本 入水 x なし X 

闘諄n ？ X なし x

甫都本 出家 0 なし x

延慶本 哭委 △ なし x

長門本 入水 x なし x

（盛衰記） 入水 x 桜梅 x

本
の
中
で
考
え
て
い
く。

横
笛
の

死か
ら
考
え
る
と、

「海
口
入
道」

で
は
出
家
後、

死
ぬ
こ
と
か

ら
出
家
輝
と
い
え
る。

該
当
す
る
諸
本
は、

党一
本、

屋

代本、

葉
子
本、

流
布
本、

百
二
十
句
本、
八
坂
本、

平
松
家
本、

鎌倉
本、

南
都
本
で
あ
る。

ま
た、

花
見
の
宴
の
稚
盛
の
姿
を、
「
沌
口
入
道
j

で
は
「
深
山
木
の

楊梅」

と
す
る
が、
「
熊

野参
熊」
の
場
面
で
「
楊
梅」
と
す
る
の
は、

流

布本
と

八
坂
本
の
み
で
あ
る。

覚一
本
な
ど
は
「
桜
梅」
と
す
る。

こ
の
こ
と
か
ら、

出
家
輝
の
中
で
も
流
布
本、

八
坂
本
の
ど
ち
ら
か
を
餃

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

八
坂
本
（
固
民
文
肛
刊
行
会
編・
大
正
二

年十
二
月
五
日
発
行）

の
緒
g

に、
一
方
流
に
属
す
る
流

ホ未
に
は、

寛
氷、

正
保、

明
暦、

寛
文、

延
宝、

天
和
等
の
諾
版
あ
り
て、

治
く
世
に
行
は
れ
た
れ
ど
も、

城
方
流
本
に

い
た
り
て
は、

未
だ
刊
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
し。
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と
あ
る
よ
う
に
城
方
流
（
八
坂
流
の
こ
と）
本
と
し
て
初
め
て
の
刊
行
本
で

．
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る。
こ
の
記
述
が
ど
の
く
ら
い
信
用
の
囮
け
る
も
の

な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が、
こ
の
八
坂
本
の
初
版
が
明
治
四
十
四
年
五
月
と

な
っ
て
い
る
の
で、
将
牛
死
後
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
こ
と
か
ら
必
然
的
に

一
方
流
の
流
布
本
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

祠
口
入
道
j

は
題
の
と
お
り、
滝
口
を
主
人
公
と
し
て
話
が
進
め
ら
れ

る。
そ
れ
ま
で
注
目
を
集
め
て
い
た
横
笛
に
か
わ
っ
て
滝
口
に
注
目
が
集
め

ら
れ
る。
そ
し
て、
そ
の
滝
口
は、
坪
内
逍
遥
に、

．．
 

身
を
殺
し
て
も
仁
を
遂
げ
義
を
遂
げ
し
士
堅
気
も、
此
匹
如
に
て
写

さ
る
、
時
は、
と
ん
だ
外
強
の
心
弱
と
な
り、

眼
中
君
父
あ
っ
て
我
が

身
無
か
り
し
我
が
中
古
の
武
士
魂
も
自
意
識
の
お
そ
ろ
し
く
鋭
き
主
我

．

的
明
治
男
と
化
し
去
る
也。

（「
歴
史
小
説
に
就
き
て」
明
治
二
十
八
年
六
月）

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、

中
世
武
士
と
い
う
よ
り
は
明
治
時
代
の
男
子
な

の
で
あ
る。

••
こ
の
よ
う
に、

同
口
入
道
J

は
「
平
家
物
栢」
か
ら

題材
を
取
り
な
が

．
ら
も、
時
代
に
合
わ
せ
て
豊
か
に
再
生
し
た
と
い
え
る
。
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