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黄表紙『龍都四国噂』論（古庄るい）

黄
表
紙
『
龍
都
四
国
噂
』
論

│
│
二
代
目
市
川
八
百
蔵
の
役
割
に
つ
い
て
│
│

古
　
庄
　
る
　
い

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
黄
表
紙
　
②
朋
誠
堂
喜
三
二
　
③
二
代
目
市
川
八
百
蔵
　
④
追
善
物
　
⑤
平
賀
源
内
﹈

一
　
先
行
研
究

　
朋
誠
堂
喜
三
二
（
本
名
：
平
沢
常
富
）
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
江
戸
の
寄
合
衆
家
士
の
西
村
家
で
生
ま
れ
、
十
四

歳
で
秋
田
藩
江
戸
邸
平
沢
氏
に
養
子
入
り
す
る
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
か
ら
秋
田
藩
の
江
戸
留
守
居
役
と
な
り
、
同
四
年
か

ら
は
留
守
居
役
筆
頭
と
し
て
幕
府
と
藩
を
つ
な
ぐ
重
役
の
藩
士
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
同
藩
の
俳
人
佐
藤
晩
得
と
交
流
を
持
ち
、

若
い
頃
よ
り
俳
諧
（
俳
名
：
雨
後
庵
月
成
）
や
漢
詩
を
学
ぶ
ほ
か
、
歌
舞
伎
や
吉
原
に
も
通
じ
、
自
ら
「
宝
暦
の
色
男
」
と
称
し

た
）
1
（

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
喜
三
二
の
文
芸
・
芸
能
・
風
俗
等
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
は
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
く
。
先
行
研
究
で

言
わ
れ
る
喜
三
二
の
作
風
は
、
恋
川
春
町
ほ
ど
の
鋭
さ
は
な
い
も
の
の
、
芸
能
・
風
俗
を
取
り
上
げ
、
複
数
の
既
存
の
物
語
を
綯

い
交
ぜ
た
荒
唐
無
稽
な
筋
立
て
で
あ
っ
て
も
、
細
部
の
設
定
に
気
を
配
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
特
徴
と
さ
れ
る）

2
（

。

人文科学31_t01本文.indb   97 2022/09/30   13:36



98

学習院大学人文科学論集 XXXI（2022）

　
喜
三
二
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
洒
落
本
『
当と
う

世せ
い

風ふ
う

俗ぞ
く

通つ
う

』
で
戯
作
界
に
登
場
し
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
安
永
五
年
か
ら

は
吉
原
細
見
の
序
文
を
毎
年
の
よ
う
に
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、
安
永
六
年
に
『
親お

や
の
か
た
き
う
て
や
は
ら
つ
づ
み

敵
討
腹
鞁
』（
恋
川
春
町
画
、
鱗
形
屋
孫

兵
衛
板
）
他
六
作
品
を
刊
行
し
て
か
ら
、『
栄
花
程
五
十
年

蕎
麦
価
五
十
銭
見み
る
が
と
く
い
つ
す
い
の
ゆ
め

得
一
炊
夢
』（
北
尾
重
政
画
ヵ
、
蔦
重
板
、
安
永
十
年
刊
）、『
太た
い

平へ
い

記き
ま
ん
ぱ
ち
こ
う
し
や
く

万
八
講
釈
』（
北
尾
重
政
画
ヵ
、
蔦
重
板
、
天
明
四
年
刊
）
な
ど
の
評
判
作
を
手
掛
け
、『
文ぶ
ん

武ぶ

二に
ど
う
ま
ん
ご
く
と
う
し

道
万
石
通
』（
喜
多
川
行
麿

画
、
蔦
重
板
、
天
明
八
年
刊
）
で
絶
筆
す
る
ま
で
、
黄
表
紙
の
代
表
的
な
戯
作
者
の
一
人
と
し
て
活
躍
す
る
。
特
に
安
永
期
は
黄

表
紙
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
金き

ん
き
ん々

先せ
ん

生せ
い

栄え
い

華が
の

夢ゆ
め

』（
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
、
安
永
四
年
刊
）
の
画
作
を
手
掛
け
た
春
町
を
画
工
と
し
た

作
を
多
く
出
し
て
お
り
、
喜
三
二
も
春
町
と
並
び
黄
表
紙
の
礎
を
築
い
た
人
物
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
他
、
手
柄
岡

持
の
名
で
天
明
狂
歌
壇
に
も
参
入
し
、
黄
表
紙
か
ら
離
れ
た
後
も
狂
歌
作
者
と
し
て
の
活
動
は
続
け
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
黄
表
紙
の
刊
行
当
初
か
ら
す
で
に
名
の
知
れ
た
戯
作
者
と
し
て
活
躍
し
、
評
判
に
な
っ
た
作
を
い
く
つ
も
生
み

出
し
た
喜
三
二
は
、
山
東
京
伝
や
式
亭
三
馬
、
曲
亭
馬
琴
な
ど
後
代
に
活
躍
し
た
戯
作
者
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
喜
三
二
自
身
も
ま
た
何
に
影
響
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
物
語
を
生
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
喜
三
二

の
作
品
を
読
み
解
き
な
が
ら
検
証
し
て
い
く
こ
と
は
、
黄
表
紙
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
い
か
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
理
解
す
る

上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
本
稿
で
は
『
龍た

つ
の
み
や
こ
し
こ
く
う
わ
さ

都
四
国
噂
』（
画
師
不
詳）

3
（

、
蔦
喜
板
、
安
永
九
年
刊
）
を
取
り
上
げ
る
。
本
作

は
童
謡
「
四
国
猿
」
や
童
話
「
猿
の
い
き
ぎ
も
」、
玉
取
り
説
話
、
安
永
六
年
に
両
国
で
行
わ
れ
た
「
と
ん
だ
霊
宝
」
の
話
な
ど

を
吹
き
寄
せ
、
綯
い
交
ぜ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
示
す
。

　「
四
国
猿
」
の
佐
治
兵
衛
は
四
国
遍
路
の
折
に
木
の
又
に
干
さ
れ
て
い
た
柿
（
実
は
猿
の
生
き
胆
）
を
食
べ
て
猿
（
以
下
、
佐

治
兵
衛
猿
と
表
記
。）
に
な
る
。
唐
か
ら
淡
海
公
に
贈
ら
れ
た
面
向
不
背
の
玉
が
鰐
鮫
に
奪
わ
れ
、
海
中
の
「
と
ん
だ
霊
宝
」
の
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開
帳
に
出
さ
れ
る
。
佐
治
兵
衛
猿
は
亀
（
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
）
の
誘
い
で
竜
宮
に
行
き
、
役
者
の
物
ま
ね
芸）

4
（

を
披
露
す
る
。
乙

姫
は
竜
宮
城
に
佐
治
兵
衛
猿
ら
を
招
き
、
猿
回
し
を
見
て
い
る
う
ち
に
亀
が
市
川
八
百
蔵
に
似
て
い
た
こ
と
か
ら
恋
に
落
ち
る
。

一
方
、
乙
姫
に
一
目
惚
れ
し
た
佐
治
兵
衛
猿
は
亀
を
打
擲
し
、
八
百
蔵
に
扮
し
て
乙
姫
と
契
る
が
、
後
朝
で
猿
だ
と
発
覚
し
て
乙

姫
は
気
の
病
に
な
る
。
猿
の
生
き
胆
が
効
く
と
聞
き
、
佐
治
兵
衛
猿
は
自
ら
腹
を
裂
い
て
胆
を
献
上
す
る
と
人
の
姿
に
戻
る
。
折

し
も
、
面
向
不
背
の
玉
を
取
り
戻
し
に
竜
宮
に
や
っ
て
き
た
海
女
と
遭
遇
し
、
佐
治
兵
衛
は
空
い
た
腹
に
玉
を
入
れ
て
共
に
陸
へ

帰
還
す
る
。
佐
治
兵
衛
は
淡
海
公
の
家
来
と
な
っ
て
子
孫
繁
栄
し
、
海
女
は
国
母
と
な
る
。
亀
も
竜
宮
に
婿
入
り
し
、
乙
姫
と
結

ば
れ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
、
本
作
が
影
響
を
受
け
て
い
る
作
品
と
し
て
、
平
賀
源
内
作
の
談
義
本
『
根ね

南な

志し

具ぐ

佐さ

』（
宝
暦
十
三
年
〈
一

七
六
三
〉
刊
）、『
放
屁
論
』
後
編
（
安
永
六
年
作
、
九
年
刊
）、
恋
川
春
町
作
画
『
其そ

の
む
か
し
り
う
じ
ん
は
な
し

昔
龍
神
噂
』（『
四
分
ろ
く
分
』
鱗
形
屋

板
、
安
永
七
年
刊
カ
）
が
言
及
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
ま
た
、
類
話
に
『
当と
う

世せ
い

四し

国こ
く

猿ざ
る

』（
鳥
居
清
長
画
　
伊
勢
治
板
、
安
永
六
年
刊
）

や
『
四し

国こ
く

猿さ
る

後ご
に
ち
の日

曲き
よ
く
ば馬

』（
同
上
）
な
ど
も
あ
る）

6
（

。
そ
の
他
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て
蝸
牛
房
屯
卜
作

『
立た

ち

帰か
へ

猿さ
る
の
ひ
と
ま

人
真
似ね

』（
蔦
屋
板
、
天
明
三
年
刊
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

7
（

。

　『
龍
都
四
国
噂
』
の
刊
行
背
景
に
つ
い
て
、
浜
田
義
一
郎
氏
、
鈴
木
俊
幸
氏
は
本
作
が
安
永
九
年
に
蔦
屋
重
三
郎
が
蔦
喜
の
名

で
初
め
て
黄
表
紙
を
手
掛
け
た
看
板
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る）

8
（

。
ま
た
、
作
品
評
価
で
は
森
銑
三
氏
が
『
黄
表
紙
解

題
』
上
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
）
の
中
で
、

古
い
玉
取
り
説
話
と
、
新
し
い
は
や
り
謡
と
を
結
び
つ
け
、
佐
治
兵
衛
の
腹
の
内
へ
、
面
向
不
背
の
玉
を
収
め
て
上
る
と
い

ふ
の
が
、
黄
表
紙
一
流
の
趣
向
で
、
奇
を
極
め
る
。
強
ひ
て
三
巻
十
五
帳
に
纏
め
る
た
め
に
、
本
筋
に
な
ほ
む
だ
な
筋
を
附

加
へ
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
全
体
的
に
は
散
漫
な
感
じ
な
も
の
に
し
て
し
ま
つ
て
居
り
、
そ
の
点
が
惜
し
く
思
は
れ
る
。
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と
述
べ
て
お
り
、
評
価
す
る
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
な
お
厳
し
い
見
解
を
取
る
。

　
一
方
、
井
上
隆
明
氏
は
『
喜
三
二
戯
作
本
の
研
究
』（
三
樹
書
房
、
一
九
八
三
年
）
の
中
で
、

他
愛
の
な
い
赤
本
種
だ
が
、
喜
三
二
流
の
明
快
な
洒
落
、
付
合
が
さ
ら
り
と
生
か
さ
れ
、「
ち
ぎ
る
」
の
き
わ
ど
い
語
も
さ

り
げ
な
く
、
江
戸
前
仕
立
て
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
り
、
昔
話
を
取
り
入
れ
た
古
風
な
筋
立
て
な
が
ら
、
細
部
ま
で
気
を
回
し
つ
つ
軽
快
さ
も
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
い

る
。
森
銑
三
氏
、
井
上
隆
明
氏
は
作
品
構
成
や
素
材
に
つ
い
て
言
及
し
、
子
供
向
け
の
素
朴
な
題
材
を
用
い
な
が
ら
も
、
黄
表
紙

と
し
て
大
人
が
読
む
に
堪
え
る
作
で
あ
る
と
は
評
価
し
て
い
る）

9
（

。
さ
ら
に
、
中
村
正
明
氏
は
四
国
猿
に
取
材
し
た
黄
表
紙
群
の
中

で
最
も
童
謡
の
内
容
を
活
か
し
た
一
作
と
し
て
論
じ
て
い
る）

10
（

。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
一
定
の
評
価
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
喜
三
二
の
作
品
の
中
で
は
知
名
度
が
比
較
的
低
い
作
で
あ
っ
た
。

実
際
、
同
年
刊
行
の
喜
三
二
作
『
鐘か

ね

入い
り

七し
ち

人に
ん

化げ
し
よ
う粧

』
や
『
廓く
る
は
の
は
な
あ
ふ
ぎ
の
く
わ
ん
ぜ
み
づ

花
扇
之
観
世
水
』
は
、
四
方
山
人
作
『
菊
寿
草
』（
天
明
元
年
刊
）

の
批
評
に
お
い
て
両
作
と
も
「
若
女
形
之
部
　
上
上
吉）

11
（

」
に
入
っ
て
お
り
、
安
永
十
年
に
『
鐘
入
七
人
化
粧
』
は
『
鐘
入
七

人
化
粧
漉す
き

返か
へ
す

柳や
な
ぎ

黒の
く
ろ
か
み

髪
』
と
し
て
、『
廓
花
扇
之
観
世
水
』
は
『
円
通
誓

大
通
光
運う
ん
は
ひ
ら
く
あ
ふ
ぎ
の
は
な

開
扇
子
花
』
と
し
て
改
題
再
板
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
龍

都
四
国
噂
』
は
当
時
の
評
に
名
を
連
ね
ず
、
改
題
本
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
喜
三
二
研
究
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る

機
会
が
多
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、『
龍
都
四
国
噂
』
は
先
述
の
通
り
、
蔦
重
の
看
板
作
品
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
も
、『
親

敵
討
腹
鞁
』
や
『
桃も

も

太た

郎ろ
う

後ご
に
ち
は
な
し

日
噺
』（
恋
川
春
町
画
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
、
安
永
六
年
刊
）
な
ど
、
刊
行
時
に
高
い
評
価
を
受
け

た
作
品
と
同
様
、
昔
話
を
土
台
に
し
つ
つ
、
謡
曲
や
当
時
の
風
俗
を
取
り
入
れ
る
な
ど
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
作
で
あ
る
。
知

名
度
が
低
い
の
は
凡
作
で
あ
っ
た
か
ら
と
は
考
え
に
く
く
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
評
価
に
は
未
だ
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
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だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
作
中
に
お
い
て
、
佐
治
兵
衛
が
扮
す
る
「
八
百
蔵
」
に
着
目
す
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
八
百
蔵
」
と
は

安
永
六
年
に
夭
折
し
、
当
時
多
く
の
人
々
か
ら
惜
し
ま
れ
話
題
に
な
っ
た
二
代
目
市
川
八
百
蔵
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
を
作
中
で
取

り
上
げ
る
こ
と
の
意
味
や
物
語
全
体
の
構
造
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　
ま
た
、「
八
百
蔵
」
と
の
関
連
か
ら
補
足
と
し
て
、
役
者
の
死
を
取
り
上
げ
た
談
義
本
『
根
南
志
具
佐
』
と
比
較
し
、『
龍
都
四

国
噂
』
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た
の
か
も
具
体
的
に
見
て
い
く
。
井
上
隆
明
氏
は
『
喜
三
二
戯
作
本
の
研
究
』
に
お
い
て

「
猿
の
生
き
胆
は
源
内
『
根
南
志
具
佐
』
五
之
巻
、『
放
屁
論
』
後
編
に
載
る
昔
話
で
、
そ
の
改
変
作
に
な
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
特
に
『
根
南
志
具
佐
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
「
八
百
蔵
」
の
作
中
で
の
扱
い
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
少
し

深
い
つ
な
が
り
も
見
出
せ
よ
う
。
喜
三
二
は
洒
落
本
『
古ふ

る

朽く
ち

木き

』
の
序
文
で
「
根
な
し
草
根
無
き
に
あ
ら
ず
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、

戯
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
平
賀
源
内
の
作
品
に
影
響
を
受
け
た
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

『
龍
都
四
国
噂
』
に
も
そ
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
喜
三
二
の
作
風
を
考
え
る
意
味
で
も
よ
り
厳
密
に
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
喜
三
二
の
黄
表
紙
作
品
群
に
お
け
る
本
作
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
源
内
の
戯
作
を
意
識
し
た
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
し
、
本
作
の
再
評
価
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

二
　
物
語
の
素
材
と
し
て
み
る
「
八
百
蔵
」

　
前
章
で
紹
介
し
た
森
銑
三
氏
の
評
価
で
は
、「
強
ひ
て
三
巻
十
五
帳
に
纏
め
る
た
め
に
、
本
筋
に
な
ほ
む
だ
な
筋
を
附
加
へ
て

ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
全
体
的
に
は
散
漫
な
感
じ
な
も
の
に
し
て
し
ま
つ
て
居
り
、
そ
の
点
が
惜
し
く
思
は
れ
る
」
と
あ
っ
た
。
森
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氏
は
「
む
だ
な
筋
」
が
ど
の
部
分
な
の
か
を
具
体
的
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
猿
に
な
っ
た
佐
治
兵
衛
が
八
百
蔵
に
扮
す
る
場

面
に
つ
い
て
は
『
黄
表
紙
解
題
』
上
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
物
語
の
展
開
に
お
い
て
柱
と
な
る
玉
取
り
説
話
や

「
猿
の
い
き
ぎ
も
」
と
い
っ
た
既
存
の
物
語
を
扱
っ
た
場
面
に
比
べ
る
と
、
特
記
す
る
事
項
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
場
面
は
佐
治
兵
衛
、
亀
、
乙
姫
の
三
角
関
係
を
示
す
と
と
も
に
、
荒
唐
無
稽
で
あ
り
な
が
ら
も
複
数
の
既
存
の
物

語
を
綯
い
交
ぜ
て
一
作
品
と
す
る
重
要
な
繫
ぎ
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
こ
そ
喜
三
二
の
独
創
性
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
本
作
に
お
け
る
「
八
百
蔵
」
の
役
割
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
佐
治
兵
衛
、
亀
、
乙
姫
の
恋
の
い
ざ
こ
ざ
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
を
中
心
に
、「
八
百
蔵
」
が
物
語
の
中
で
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
素
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

　
な
お
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
本
文
引
用
の
際
に
は
適
宜
濁
点
、
句
読
点
を
補
い
、
漢
字
に
変
換
し
た
仮
名
は
振
り
仮
名
と
し
て

補
っ
た
。
ま
た
、
台
詞
の
主
体
は
（
　
）
で
示
し
、
内
容
は
「
」
で
括
っ
た
。
掲
載
画
像
の
題
は
所
蔵
館
の
表
記
に
従
っ
て
示
し

た
。

㈠
一
枚
目
の
八
百
蔵

　
ま
ず
、
本
作
中
で
亀
が
役
者
絵
に
描
か
れ
た
八
百
蔵
に
似
て
い
る
と
話
題
に
な
る
場
面
を
取
り
上
げ
る
。

乙
姫ひ

め

、
猿さ
る

の
芸げ
い

を
御
慰な
ぐ
さみ
に
見み

給
は
ん
と
て
、
あ
る
時と
き

召め

さ
れ
し
に
、
佐
治
兵
衛へ

役や
く

者し
や

の
身み

ぶ
り
を
思お
も

入い

れ
し
て
お
目め

に
掛か

け
ん
と
言い

ふ
を
、
猿さ
る

回ま
は

し
の
亀か
め

は
兼か

ね
て
焼や

き
も
ち
を
焼や

く
男お
と
こ
ゆ
へ
故
、
龍り
う

王
の
御
城し
ろ

に
て
は
役や
く

者し
や

の
身み

ぶ
り
は
叶か
な

わ
ず
と
偽い
つ
わり
、

一
通と

を

り
の
猿さ
る

の
芸げ
い

ば
か
り
お
目め

に
掛か

け
け
る
。

（
腰こ

し

元も
と

海な
ま
こ鼠
）「
あ
の
猿さ
る

回ま
わ

し
は
一
枚ま

い

絵ゑ

の
八
百
蔵
に
よ
ふ
似に

ま
し
た
ね
。」
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乙お
と

姫ひ
め

猿さ
る

回ま
は

し
の
亀
、
絵ゑ

に
描か

き
し
八
百
蔵
に
似に

た
り
と
て
、
人
知し

れ
ず
思お
も

ひ
染そ

め
給
ふ
。（
七
丁
ウ
）

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
乙
姫
の
隣
に
座
る
腰
元
海
鼠
の
台
詞
中
の
「
一
枚
絵
の
八
百
蔵
」
お
よ
び
詞
書
き
の
「
絵
に
描
き
し
八

百
蔵
」（
以
下
、「
一
枚
絵
の
八
百
蔵
」
と
す
る
）
で
あ
る
。
物
語
後
半
で
は
、「
一
枚
絵
の
八
百
蔵
」
に
似
て
い
る
亀
と
乙
姫
、

佐
治
兵
衛
猿
の
三
角
関
係
が
生
ま
れ
、
佐
治
兵
衛
猿
が
乙
姫
の
た
め
に
生
き
胆
を
献
上
す
る
と
い
う
「
猿
の
い
き
ぎ
も
」
に
つ
な

が
る
筋
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
鼠
の
こ
の
台
詞
は
そ
の
後
の
展
開
に
お
け
る
重
要
な
伏
線
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
お
い
て
「
四
国
猿
」
と
玉
取
り
説
話
は
冒
頭
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
が
進
行
し
て
い
く
が
、
こ
れ
ら

の
話
が
合
流
す
る
の
が
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
、
乙
姫
を
救
う
た
め

に
佐
治
兵
衛
自
ら
が
裂
い
た
腹
の
傷
に
面
向
不
背
の
玉
を
入
れ
る
場
面
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
乙
姫
の
気
の
病
の
原
因
が
八
百
蔵
の
似
姿
か
ら
始
ま
る
一
連
の
恋
愛

沙
汰
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
お
け
る
八
百
蔵
の
存

図 1　『竜都四国噂』七丁ウ八丁オ
（国立国会図書館蔵）＊八丁オ左上の人物が八百蔵
似の亀。

図 2　『竜都四国噂』九丁ウ
（部分）（国会図書館蔵）
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在
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
い
え
る
。

　
で
は
、
そ
の
「
八
百
蔵
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
。
先
行
研
究
で
の
言
及
は
特
に
な
い
が
、
本
文
に
あ
る
次
の
会
話
か
ら
、
二
代

目
市
川
八
百
蔵
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。

（
佐
治
兵
衛
猿
）「
某

そ
れ
が
し

は
日
本
に
て
市
川
八
百
蔵
と
申
も
の
。
乙
姫ひ
め

さ
ま
を
見み

ぬ
恋こ
ひ

に
憧あ
こ
がれ

、
日に

本ほ
ん

を
ば
死し

ん
だ
分ぶ

ん

に
し
て

遥は
る

〳
〵
と
参ま

い

り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
乙
姫ひ
め

様さ
ま

に
お
目め

見み

へ
が
し
た
い
が
、
良よ

い
知ち

恵ゑ

は
な
ま
す
の
生い

け
盛も

り
、
海く
ら
げ月

さ
ん
。」

（
海
月
）　「
俺お

れ

も
門も
ん

番ば
ん

だ
か
ら
、
ち
と
検け
ん

問も
ん

さ
へ
し
た
ら
、
首し

ゆ

尾び

は
吉よ

し

村む
ら

屋や

と
な
り
そ
ふ
な
も
の
だ
。」（
九
丁
ウ
）

　
ま
ず
、
八
百
蔵
に
扮
し
た
佐
治
兵
衛
猿
の
台
詞
に
つ
い
て
で
あ
る
。
黄
表
紙
は
当
世
の
話
題
を
素
材
と
し
て
用
い
る
特
徴
を
持

つ
こ
と
か
ら
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
登
場
す
る
の
が
安
永
八
年
九
月
に
襲
名
し
た
ば
か
り
の
三
代
目
八
百
蔵
で
あ
っ
て
も
不
思
議

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
台
詞
に
あ
る
「
乙
姫
さ
ま
を
見
ぬ
恋
に
憧
れ
、
日
本
を
ば
死
ん
だ
分
に
し
て
遥
々
と
参
り
ま
し
た
」

を
見
る
限
り
、『
龍
都
四
国
噂
』
中
で
既
に
現
世
で
は
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
代
目
だ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
安
永
六
年
に
病
の
為
に
四
十
三
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
二
代
目
八
百
蔵
は
多
く
の
人
々
、
特
に
婦
女
か
ら
そ
の
死
を

惜
し
ま
れ
た
と
い
う
。

此
八
百
蔵
、
其
頃
役
者
中
の
美
男
に
て
、
婦
女
と
し
て
ひ
い
き
せ
ざ
る
は
な
く
、
中
車
う
せ
た
る
初
七
日
、
婦
女
の
参
詣
多

く
、
浅
艸
近
辺
の
し
き
み
の
花
、
売
切
れ
し
と
、
京
山
母
の
物
語
り
き
ゝ
ぬ）

13
（

 

（
京
山
『
蛛く
も

乃の

糸い
と

巻ま
き

』
弘
化
三
年
〈
一
八
四
六
〉
成
立
）

七
月
三
日
、
優
人
市
川
八
百
蔵
中
車
死
す
。
都
中
の
者
会
葬
す
る
輩
数
千
人
。
古
来
俳
優
の
者
死
し
て
よ
り
斯
る
盛
な
る
事

を
聞
か
ず
。
冶
遊
の
少
年
、
淫
蕩
の
婦
女
、
老
姑
を
失
へ
る
が
如
し
。
法
号
実
応
中
車
眞
解
浄
土
と
い
ふ
。
小
本
其
面
か
げ
、

草
の
し
ら
露
、
冥
土
の
み
や
げ
、
蟹
牡
丹
、
き
の
ふ
け
ふ
に
出
た
り）

14
（
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（
新
場
老
漁
〈
大
田
南
畝
〉『
半
日
閑
話
』
巻
之
十
三
、
成
立
年
不
詳
）

　
次
に
、
同
丁
の
海
月
の
台
詞
中
、「
首
尾
は
吉
村
屋
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
首
尾
は
良
し
」
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
文
言

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
吉
村
屋
」
と
は
二
代
目
八
百
蔵
の
屋
号
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
二
点
か
ら
、
本
作
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
二
代
目
八
百
蔵
だ
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
黄
表
紙
で
触
れ
ら
れ
る
二
代
目
八
百
蔵
に
関
し
て
は
『
龍
都
四
国
噂
』
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
黄
表
紙
『
其

昔
龍
神
噂
』
に
お
い
て
も
、
百
足
が
乙
姫
を
口
説
く
台
詞
に
「
お
れ
が
心
に
し
た
が
ひ
な
さ
る
と
、
ま
ず
は
る
き
や
う
げ
ん
の
中

車
が
し
う
ち
を
う
ち
御
簾
で
見
せ
や
す
」（
六
丁
オ
）
と
あ
る
。
中
村
正
明
氏
は
こ
の
「
中
車
」
が
二
代
目
市
川
八
百
蔵
で
あ
り
、

右
記
の
台
詞
も
二
代
目
八
百
蔵
が
実
際
に
出
演
し
た
狂
言
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
る）

15
（

。
両
作
と
も
に
八
百
蔵
を
作
中

に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
思
相
愛
の
関
係
に
あ
る
乙
姫
と
男
の
間
に
割
り
込
む
よ
う
な
構
図
を
生
み
出
し
て
い
る
点
は
共

通
す
る
。㈡

追
善
物
と
の
関
連
性

　
こ
こ
ま
で
、『
龍
都
四
国
噂
』
中
に
お
い
て
二
代
目
八
百
蔵
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
き
た
。
本

作
で
安
永
六
年
に
夭
折
し
た
二
代
目
八
百
蔵
を
物
語
の
素
材
と
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　
二
代
目
八
百
蔵
が
亡
く
な
っ
た
当
時
、
そ
の
死
を
悼
む
多
く
の
人
々
の
気
持
ち
は
追
善
草
双
紙
や
小
本
類
（
追
善
本
）
や
追
善

の
摺
物
（「
死
絵
」）
な
ど
の
出
版
物
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
よ
う
だ）

16
（

。
例
え
ば
、
追
善
の
摺
り
物
類
で
は
現
存
最
古
の
作
品
と
し

て
、
浅
野
秀
剛
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
『
二
代
目
市
川
八
百
蔵
の
死
絵）

17
（

』
が
あ
る
。
同
氏
は
本
作
品
の
解
説
に
お
い
て
、
柳
沢
信

鴻
作
『
宴
遊
日
記
』
別
録
（
安
永
二
年
│
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
〉
成
立
）
に
二
代
目
八
百
蔵
が
死
亡
時
に
追
善
本
や
死
絵
が
出
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回
っ
た
と
い
う
記
述
を
紹
介
す
る
ほ
か
、
志
賀
紀
豊
綱
作
『
燕
雀
論
』（
寛
政
元
年
序
）
の
記
述
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

通
宿
の
隣
に
在
留
場
の
者
三
十
郎
、
通
迄
中
車
追
善
摺
物
を
貰
ふ
ゆ
へ
、
目
録
明
日
通
よ
り
遣
ハ
す）

18
（

 

（
柳
沢
信
鴻
『
宴
遊
日
記
』
別
録
巻
一
）

八
百
蔵
死
せ
し
と
聞
し
か
ば
、
早
く
も
彼
が
か
た
ち
を
描
か
き
、
版
に
お
ろ
し
、
其
様
水
上
下
を
着
し
、
手
に
筆
と
短
冊
を

も
ち
、
柳
を
か
き
、
傍
に
「
秋
風
や
土
と
な
り
行
露
の
玉
」
と
い
へ
る
一
句
を
し
る
し
、
其
う
れ
た
る
こ
と
日
々
千
万
の
数

を
以
て
し）

19
（

」 

（
志
賀
紀
豊
綱
『
燕
雀
論
』）

　
そ
も
そ
も
、
歌
舞
伎
役
者
の
追
善
物
の
歴
史
は
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
遡
る
と
さ
れ
る
。
松
崎
仁
氏
に
よ
る）

20
（

と
、
そ
の
歴
史
の
過

程
で
最
期
物
語
と
称
さ
れ
る
「
人
気
役
者
が
死
ぬ
と
、
そ
の
死
の
「
真
相
」
を
語
り
、
あ
る
い
は
死
後
の
消
息
を
語
る
」
話
が
生

み
出
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
話
型
に
は
「
歌
舞
伎
若
衆
の
最
期
物
語
に
著
し
い
説
話
の
型
と
し
て
、
女
ま
た
は
男
の
若

衆
へ
の
執
心
が
死
を
早
め
る
」
も
の
が
あ
る
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
棚
橋
正
博
氏
に
よ
る
と）

21
（

、
追
善
草
双
紙
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の

は
、
二
代
目
瀬
川
菊
之
丞
の
死
に
題
材
を
と
っ
た
柳
川
桂
子
作
、
鳥
居
清
長
画
『
籬ま

が
きの

菊
』（
安
永
二
年
刊
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
『
籬
の
菊
』
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
後
述
す
る
風
来
山
人
こ
と
平
賀
源
内
作
『
根
南
志
具
佐
』、『
根
無
草
後
編
』（
明
和

六
年
刊
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
安
永
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
二
代
目
八
百
蔵
の
追
善
本
と
し
て
は
、
門
田
候
兵
衛
作
『
市
川
八
百
蔵
死
絵
の
写
絵
き
の
ふ
け
ふ
』

（
中
山
清
七
板
）、
滑
稽
本
『
中
車

生
死
草く
さ

白の
し
ら
つ
ゆ
露
』、『
其
の
面
影
』、『
冥
土
の
み
や
げ
』
の
他
、
似
山
貫
祢
作
桃
江
画
『
中
車

追
善
蟹
牡
丹
』

（
板
元
不
明
、
同
年
序
）
等
の
小
本
類）

22
（

や
、
画
者
不
明
『
中な
か
に
し
ぼ
む
な
は
の
を

凋
花
小
車ぐ
る
ま』（
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
）
追
善
久
陽
作
清
経
画
『〔
中ち
ゆ
う

車し
や

光こ
う

陰い
ん

〕』（
柱
題
：
中
車
光
陰
／
板
元
不
明
）、
蓬
萊
山
人
亀
遊
画
作
『
江え

戸ど

贔び
い

屓き

八は
つ

百ぴ
や
く
や八
町ち
よ
う』（
松
村
弥
兵
衛
板
）
と
い
っ
た
追
善

草
双
紙）

23
（

が
複
数
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
戯
作
の
刊
行
は
二
代
目
八
百
蔵
の
話
題
性
を
更
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
龍
都
四
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国
噂
』
の
場
合
、
刊
行
時
期
か
ら
す
る
と
話
題
の
鮮
度
は
少
々
落
ち
る
も
の
の
、
ま
だ
人
々
の
記
憶
に
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
だ）

24
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
作
も
二
代
目
八
百
蔵
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
追
善
物
の
影
響
を
受
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
お
け
る
追
善
物
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
二
代
目
八
百
蔵
を
扱
っ
た
追
善
草
双
紙
と

比
較
し
て
い
く
。

　
先
に
挙
げ
た
『
中
凋
花
小
車
』、『〔
中
車
光
陰
〕』、『
江
戸
贔
屓
八
百
八
町
』
三
作
に
つ
い
て
、
高
橋
則
子
氏
は
い
ず
れ
も
「
最

期
物
語
・
冥
途
で
の
芝
居
興
行
・
地
獄
破
り
説
話
と
い
う
、
芸
能
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る）

25
（

」
と
述
べ
、
そ

の
第
一
に
や
は
り
最
期
物
語
を
挙
げ
て
い
る
。
高
橋
氏
の
挙
げ
た
三
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　
一
つ
目
の
「
最
期
物
語
」
で
は
、
八
百
蔵
が
生
前
多
く
の
贔
屓
の
女
中
た
ち
の
心
を
惑
わ
せ
た
罪
に
よ
り
、
地
獄
、
冥
途
に
呼

ば
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
『
中
凋
花
小
車
』
で
は
閻
魔
自
身
が
八
百
蔵
見
た
さ
に
呼
び
寄
せ
、

『〔
中
車
光
陰
〕』
で
は
閻
魔
の
養
子
弁
天
お
と
よ
が
八
百
蔵
に
恋
病
の
た
め
に
閻
魔
が
呼
び
寄
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に
地
獄
か
ら

の
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
こ
と
も
夭
折
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

　
二
つ
目
の
「
冥
途
で
の
芝
居
興
行
」
は
、
地
獄
ま
た
は
極
楽
で
亡
く
な
っ
た
役
者
が
生
前
評
判
と
な
っ
た
役
で
興
行
す
る
と
い

う
も
の
で
、
八
百
蔵
が
地
獄
で
以
前
に
亡
く
な
っ
た
名
優
と
共
演
す
る
と
い
う
展
開
が
見
ら
れ
る
。「
死
ん
だ
役
者
が
あ
の
世
で

も
歌
舞
伎
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
発
想
も
比
較
的
容
易
に
思
い
つ
き
や
す
か
っ
た
よ
う
で
、
元
禄
期
か
ら
役
者
評
判
記
に
頻
繁
に

見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
。

　
三
つ
目
の
地
獄
か
ら
極
楽
へ
上
が
る
「
地
獄
破
り
」
に
つ
い
て
は
、
狂
言
『
朝
比
奈
』
に
あ
る
、
閻
魔
を
従
わ
せ
て
地
獄
か
ら

極
楽
に
案
内
さ
せ
る
と
い
う
「
朝
比
奈
地
獄
破
り
」
の
話
型
に
由
来
す
る
も
の
で
、
三
作
品
と
も
八
百
蔵
が
芝
居
（
茶
番
も
含
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む
）
を
通
し
て
極
楽
へ
行
く
機
会
を
得
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
龍
都
四
国
噂
』
の
展
開
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い

く
と
、
三
作
の
追
善
草
双
紙
の
話
型
に
重
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
と
も
二

つ
挙
げ
ら
れ
る
。

　
一
つ
は
、
佐
治
兵
衛
猿
が
竜
宮
へ
行
き
、
声
色
を
遣
う
芸
を
披
露
す
る
場
面

（
図
3
）。
こ
の
六
丁
オ
の
場
面
で
安
永
七
年
三
月
一
日
に
他
界
し
た
四
代
目
団

十
郎
の
真
似
事
を
し
て
い
る）

26
（

。
そ
の
前
五
丁
ウ
に
は
「
身み

ぶ
り
声こ
は

色い
ろ

じ
や
。
今

は
八
百
蔵
じ
や
、
次つ

ぎ

は
団
十
郎
親お
や

玉
じ
や
。」
と
い
う
台
詞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

佐
治
兵
衛
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
八
百
蔵
や
団
十
郎
を
次
々
と
演
じ
て
い
た

様
子
が
分
か
る
。
本
場
面
は
、
異
界
に
お
い
て
故
人
の
役
者
の
芸
を
再
現
す
る

興
行
を
し
て
い
る
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
物
真
似
で
あ
っ
て
も
「
冥
途
の
芝
居
興
行
」
に
繫
が
る
よ
う
な
要
素
が

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
乙
姫
に
会
う
た
め
に
八
百
蔵
に
扮
し
た
佐
治
兵
衛
猿
の
「
乙
姫
さ
ま
を
見
ぬ
恋
に
憧
れ
、
日
本
を
ば
死

ん
だ
分
に
し
て
遥
々
と
参
り
ま
し
た
」
と
い
う
台
詞
で
あ
る
。
こ
の
台
詞
に
は
最
期
物
語
由
来
の
追
善
草
双
紙
に
見
ら
れ
る
、
役

者
の
死
因
や
死
後
の
世
界
で
の
様
子
を
追
究
す
る
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
物
語
の
素
材
と
し
て
二
代
目
八
百
蔵
が
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
佐
治
兵
衛
猿
の
竜
宮
を
め
ぐ

る
一
連
の
場
面
は
読
者
に
役
者
の
地
獄
め
ぐ
り
譚
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
喜

図 3　『竜都四国噂』五丁ウ六丁オ（国会図書館蔵）
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三
二
が
追
善
物
の
流
行
自
体
を
踏
ま
え
た
と
す
る
な
ら
ば
八
百
蔵
の
追
善
草
双
紙
と
同
様
、
従
来
の
追
善
物
の
型
を
取
り
つ
つ
、

地
獄
を
竜
宮
に
置
き
か
え
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。

㈢
竜
宮
と
地
獄
の
類
似
性

　
で
は
、
当
時
の
人
々
や
喜
三
二
の
認
識
と
し
て
、
地
獄
は
竜
宮
に
置
き
か
え
得
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
竜
宮
に
材
を
と
る
物
語

は
日
本
の
中
に
複
数
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
浦
島
伝
説
や
『
平
家
物
語
』、
玉
取
り
説
話
の
幸
若
舞
『
大
織
冠
』
を
取
り
上
げ

る
こ
と
で
竜
宮
と
地
獄
の
関
係
を
見
て
い
く
。

　
ま
ず
、
古
く
は
『
日
本
書
紀
』『
丹
後
国
風
土
記
』
や
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
「
浦
島
伝
説
」
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
こ
れ

ら
に
は
「
竜
宮
」
と
い
う
表
記
は
な
く
、「
蓬
萊
（
蓬
山
）」
や
「
常
世
」
と
あ
っ
た
。
折
口
信
夫
は
こ
の
「
常
世
」
が
「
死
の

国
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
し
、
そ
の
常
世
が
竜
宮
に
言
い
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る）

27
（

。

　
そ
し
て
、「
竜
宮
」
の
概
念
や
日
本
で
の
享
受
に
つ
い
て
、
恋
田
知
子
氏
は
「
海
や
水
の
世
界
を
司
る
竜
王
の
支
配
す
る
場
で

あ
り
、
イ
ン
ド
や
中
国
で
発
達
し
、
日
本
で
は
平
安
時
代
以
降
、
仏
教
の
普
及
と
と
も
に
浸
透
し
て
い
っ
た
」「
古
代
の
「
常
世
」

や
中
国
神
仙
思
想
の
「
蓬
萊
」
に
比
べ
、「
竜
宮
」
は
き
わ
め
て
仏
教
的
色
彩
の
濃
厚
な
異
郷
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た）

28
（

」
と

述
べ
る
。

　
ま
た
、
浅
野
祥
子
氏
も
「
常
世
」
が
「
不
老
不
死
の
国
」
で
あ
り
、「
死
の
国
、
黄
泉
の
国
と
も
同
一
視
さ
れ
る
異
界
」
で
あ

っ
て
、「
こ
う
い
う
二
つ
の
性
格
を
も
っ
た
異
界
の
あ
と
を
う
け
て
「
龍
宮
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
龍
宮

に
、
そ
う
い
う
二
面
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
証
と
み
て
よ
い）

29
（

」
と
述
べ
、
竜
宮
と
仏
教
思
想
、
な
い
し
死
後
の
世
界
を
結
び
つ
け

る
一
例
と
し
て
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
「
六
道
之
沙
汰
」
を
取
り
上
げ
る
。
入
水
し
た
安
徳
天
皇
ら
が
竜
宮
に
行
き
、
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竜
蛇
の
苦
し
み
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
お
告
げ
を
建
礼
門
院
が
夢
に
見
る
話
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
竜
も
畜
生
道
に
属
し
、

『
往
生
要
集
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
三
熱
の
苦
」
を
受
け
る
者
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た）

30
（

。

　
玉
取
り
説
話
の
幸
若
舞
『
大
織
冠
』
に
お
い
て
も
、
八
大
竜
王
の
総
王
が
「
我
ら
は
、
既
に
海
底
の
竜
王
た
り
と
い
へ
ど
、
五

衰
三
熱
隙
も
な
く
、
億
劫
に
も
会
ひ
が
た
き
」
と
語
っ
て
お
り
、
竜
王
ら
が
「
三
熱
の
苦
」
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
な
い
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
「
五
寸
の
釈
迦
の
霊
仏
」（
面
向
不
背
の
玉
）
を
奪
お
う
と
す
る）

31
（

。
ち
な
み
に
『
龍
都
四
国
噂
』
で
も
八

大
竜
王
や
乙
姫
ら
が
面
向
不
背
の
玉
を
拝
む
場
面
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
「
三
熱
」
の
苦
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
世
以
前
よ
り
竜
宮
が
仏
教
的
世
界
観
の
中
に
存
在
し
、
死
後
の
世
界
で
あ
っ
て
苦
し
み
を
受
け
る
場
所
と
し

て
描
か
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
竜
宮
と
地
獄
が
近
し
い
関
係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

認
識
は
江
戸
文
学
の
中
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、『
根
南
志
具
佐
』
五
之
巻
に
お
い
て
も
、
龍
王
は
閻
魔
王
の
配
下
に
あ
っ
て
、
瀬
川
菊
之
丞
を
地
獄
に
連
れ
て
こ
さ

せ
る
た
め
に
、
閻
魔
王
が
龍
王
に
命
令
す
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た
、
黄
表
紙
『
金き

じ
よ
う
す
い
ほ
り
ぬ
き
い
ど

生
水
洞
幹
』（
十
返
舎
一
九
作
画
、
寛
政
九

年
〈
一
七
九
七
〉
刊
）
の
「
い
づ
れ
の
掘
り
抜
き
に
や
、
す
ぽ
ん
と
抜
け
た
所
が
地
獄
と
竜
宮
の
境
へ
穴
を
空
け
た
り
。
元
よ
り

地
獄
は
世
界
の
地
の
底
に
て
、
竜
宮
は
海
の
底
な
れ
ば
、
地
獄
と
竜
宮
は
隣
同
士
に
て
」
と
あ
る
の
も
、
竜
宮
と
地
獄
の
関
係
の

近
し
さ
を
示
す
例）

32
（

と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
喜
三
二
が
『
龍
都
四
国
噂
』
の
世
界
で
地
獄
の
話
型
を
竜
宮
に
置
き
か
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
追
善
物
の
話
型
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、『
根
南
志
具
佐
』
を
意
識
し
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
現
世
と
地
獄
、
竜
宮
で
は
な
く
現
世
と
竜
宮
と
い
う
よ
う
に
、
黄
表
紙
と
い
う
短
い
小
説
の
中
で
構
造
を
簡
略

化
し
た
と
い
う
の
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
、
㈠
の
末
尾
に
お
い
て
、『
其
昔
龍
神
噂
』
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。
本
章
最
後
に
相
違
点
に
つ
い
て

も
述
べ
て
お
く
。
共
通
点
と
し
て
挙
げ
た
の
は
八
百
蔵
を
作
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
思
相
愛
の
関
係
に
あ
る
男
女

（
乙
姫
）
の
間
に
割
り
込
む
よ
う
な
構
図
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、『
其
昔
龍
神
噂
』
に
お
い
て
、
八
百

蔵
を
取
り
上
げ
た
の
は
百
足
が
乙
姫
に
言
い
寄
る
一
場
面
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
話
題
と
な
っ
た
狂
言
の
八
百
蔵
の
台
詞
に
一

言
触
れ
る
程
度
で
、
八
百
蔵
関
連
の
要
素
を
持
ち
出
す
の
も
唐
突
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、『
龍
都
四
国
噂
』
で
は
当
時
話
題
と

な
っ
た
八
百
蔵
の
死
や
追
善
物
の
ま
で
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
物
語
中
盤
の
「
一
枚
絵
の
八
百
蔵
」
と
い
う
伏
線
か
ら
終
盤
の
展

開
ま
で
、
八
百
蔵
の
存
在
を
よ
り
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
喜
三
二
の
巧
み
な
構
成
力
が
発
揮
さ
れ
た
『
龍
都
四
国

噂
』
独
自
の
物
語
が
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

三
　『
根
南
志
具
佐
』
の
影
響

㈠
源
内
と
の
関
わ
り

　
平
賀
源
内
は
戯
作
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
っ
て
、
石
上
敏
氏
に
よ
っ
て
安
永
・
天
明
期
、
そ
し
て
文
化
期
に
お

い
て
「
江
戸
戯
作
の
開
祖
」
と
い
う
認
識
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
お
り）

33
（

、
喜
三
二
も
ま
た
源
内
の
影
響
を
強
く
受

け
た
一
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　『
龍
都
四
国
噂
』
刊
行
の
前
年
、
安
永
八
年
に
喜
三
二
が
滑
稽
本
『
古
朽
木
』
を
執
筆
し
た
際
に
は
『
根
南
志
具
佐
』
に
学
ん

だ
と
さ
れ
、
自
序
に
「
下
手
談
義
下
手
に
あ
ら
ず
。
根
無
草
根
無
き
に
あ
ら
ず
。
共
に
根
の
あ
る
上
手
の
作
に
し
て
。
亦
宝
暦
始

終
の
華
也）

34
（

」
と
記
し
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
度
々
言
及
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
黄
表
紙
で
は
『
太
平
記
万
八
講
釈
』
の
画
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中
に
平
賀
源
内
ら
し
き
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
と
井
上
隆
明
氏
は
指
摘
し
て
い
る）

35
（

。
さ
ら
に
、
源
内
の
遺
文
集
『
飛
花
落
葉
』

（
天
明
三
年
序
）
に
も
喜
三
二
の
名
で
序
文
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
石
上
氏
は
喜
三
二
が
源
内
門
人
の
一
人
で

あ
っ
た
と
し
、
風
来
山
人
作
『
天て

ん

狗ぐ
し
や
れ
こ
う
べ
め
き
き

髑
髏
鑒
定
縁え
ん

起ぎ

』（
安
永
五
年
刊
）
序
者
「
門
人
戯
蝶
」
や
同
作
『
力り
き

婦ふ

伝で
ん

』（
安
永
五
年
成

立
）
跋
者
「
栄
良
軒
朶
老
」
の
戯
号
も
ま
た
喜
三
二
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
、
喜
三
二
が
戯
作
者
と
し
て
活
躍
し
始
め

た
安
永
五
年
か
ら
、
吉
原
細
見
序
文
が
源
内
か
ら
喜
三
二
へ
と
担
い
手
が
移
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
二
人
の
関
係
を
示
す
と

も
指
摘
し
て
い
る）

36
（

。

　
こ
う
し
た
文
学
的
な
つ
な
が
り
の
ほ
か
に
も
、
喜
三
二
が
秋
田
藩
に
属
し
て
お
り
、
源
内
が
安
永
二
年
に
秋
田
藩
主
の
依
頼
で

秋
田
領
内
に
鉱
山
調
査
を
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
か
を
示
す
記
録
は
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

実
生
活
の
上
で
の
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

37
（

。

㈡
『
根
南
志
具
佐
』
と
の
比
較

　『
根
南
志
具
佐
』
は
追
善
草
双
紙
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
龍
都
四
国
噂
』
で
も
追
善
物
の
踏
襲
と
い
う
面
か
ら
、

井
上
隆
明
氏
が
言
及
し
た
よ
う
に
『
根
南
志
具
佐
』
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
補
強
す
る
も

の
と
し
て
、
両
作
の
共
通
性
に
つ
い
て
二
点
挙
げ
る
。

　
ま
ず
、
絵
を
介
し
て
恋
に
至
る
と
い
う
点
が
あ
る
。『
根
南
志
具
佐
』
一
之
巻
で
は
、
左
記
の
よ
う
に
、
閻
魔
が
瀬
川
菊
之
丞

の
絵
姿
を
見
て
恋
に
落
ち
る
。

閻
王
は
不
機
嫌
に
て
、「
蓼
食
う
虫
も
好
き
〴
〵
と
は
其
方
が
事
な
り
。
し
か
し
お
れ
は
若
衆
を
み
る
は
嫌
な
れ
ば
、
絵
の

有
る
内
は
目
を
閉
て
見
ま
じ
き
程
に
」（
中
略
）
閻
王
覚
へ
ず
目
を
ひ
ら
き
御
覧
じ
け
る
に
、
越
な
ふ
あ
て
や
か
な
る
に
心
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動
き
、
初
笑
（
ひ
）
し
こ
と
は
ど
こ
へ
や
ら
、
只
茫
然
と
空
蟬
の
も
ぬ
け
の
ご
と
く
に
な
り
て
、
覚
（
え
）
ず
玉
座
よ
り
こ

ろ
び
落
（
ち
）
給
へ
ば）

38
（

　
一
方
の
『
龍
都
四
国
噂
』
で
も
、
乙
姫
は
予
て
か
ら
八
百
蔵
の
一
枚
絵
を
見
て
惚
れ
込
ん
で
い
た
た
め
、「
猿さ
る

回ま
は

し
の
亀
、
絵ゑ

に
描か

き
し
八
百
蔵
に
似に

た
り
と
て
、
人
知し

れ
ず
思お
も

ひ
染そ

め
」
た
と
あ
る
。

　『
龍
都
四
国
噂
』
で
八
百
蔵
に
対
す
る
執
着
を
表
す
乙
姫
の
恋
の
き
っ
か
け
に
わ
ざ
わ
ざ
一
枚
絵
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
は
、

や
は
り
『
根
南
志
具
佐
』
の
趣
向
が
意
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
二
つ
目
に
、
境
界
を
越
え
て
出
会
い
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。『
根
南
志
具
佐
』
で
は
、「
瀬
川
菊
之
丞
が
絵
姿
に
閻
魔

大
王
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、
龍
神
に
勅
定
」
し
て
異
界
へ
引
き
込
も
う
と
す
る
が
、
一
方
の
『
龍
都
四
国
噂
』
で
は
、
八
百
蔵
に
扮

し
た
佐
治
兵
衛
猿
の
「
乙
姫
さ
ま
を
見
ぬ
恋
に
憧
れ
」、
自
ら
竜
宮
へ
来
訪
す
る
。
つ
ま
り
、
最
期
物
語
と
同
様
『
根
南
志
具
佐
』

で
は
、
地
獄
（
異
界
）
の
者
が
現
世
の
役
者
に
憧
れ
て
自
ら
世
界
へ
引
き
込
も
う
と
し
、『
龍
都
四
国
噂
』
で
は
佐
治
兵
衛
猿
に

よ
る
茶
番
で
あ
る
が
、
自
ら
異
界
の
者
に
会
い
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
場
は
逆
転
し
て
い
る
も
の
の
、
恋
の

成
就
の
た
め
に
死
を
も
っ
て
異
界
を
行
き
来
す
る
こ
と
に
お
い
て
類
似
性
が
見
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
龍
都
四
国
噂
』
で
は
、
佐
治
兵
衛
猿
が
八
百
蔵
の
物
真
似
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
追
善
本
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
地
獄
め
ぐ
り
の
話
型
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
他
、
物
語
の
素
材
が
重
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
提
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、「
龍
宮
の
玉
を
取
（
ら
）
ん
と
、
海
底
に
飛

（
び
）
入
（
り
）
て
命
を
捨
（
て
）
た
る
蜑
人
に
も
異
な
り
」（『
根
南
志
具
佐
』
一
之
巻
冒
頭
）
と
あ
る）

39
（

よ
う
な
、
玉
取
り
説
話

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「
昔
も
乙
姫
病
気
の
時
、
猿
の
生
胆
の
御
用
に
付
（
き
）、
水
母

に
仰
（
せ
）
付
（
け
）
ら
れ
し
を
、
い
は
れ
ぬ
口
を
し
ゃ
べ
り
し
故
、
龍
神
の
い
か
り
を
請
（
け
）、
筋
骨
ぬ
か
れ
て
」（『
根
南
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志
具
佐
』
五
之
巻
）
と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
井
上
氏
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
「
猿
の
い
き
ぎ
も
」
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
　
作
品
評
価

　『
龍
都
四
国
噂
』
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
二
代
目
八
百
蔵
は
、
本
人
が
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
亀
が
他
人
の
空
似

で
あ
る
こ
と
と
、
猿
に
な
っ
た
佐
治
兵
衛
が
扮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
八
百
蔵
」
が
既
存
の
物
語
の

繫
ぎ
役
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、『
龍
都
四
国
噂
』
に
追
善
物
ら
し
さ
を
付
与
す
る
者
と
し
て
、
物
語
の
構
造
的
な
意
味
に
お
け

る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
源
内
と
喜
三
二
の
繫
が
り
を
再
確
認
し
、『
根
南
志
具
佐
』
と
『
龍
都
四
国

噂
』
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
役
者
の
死
に
纏
わ
る
物
語
展
開
や
素
材
の
類
似
性
な
ど
を
み
る
と
、『
龍
都
四
国
噂
』
が

『
根
南
志
具
佐
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
源
内
に
対
す
る
敬
意
が
表
れ
た
喜
三
二
の
著
作
は
こ
れ
ま
で
も
複

数
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
あ
え
て
強
調
す
る
な
ら
ば
、
喜
三
二
作
品
の
う
ち
、
源
内
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
黄
表
紙
の

例
は
希
少
で
あ
り
、『
龍
都
四
国
噂
』
は
そ
の
一
例
と
し
て
見
る
べ
き
作
品
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
評
価
に
つ
い
て
、
喜
三
二
の
作
風
の
観
点
か
ら
改
め
て
述
べ
る
。

　
浜
田
義
一
郎
氏
は
喜
三
二
の
作
風
に
つ
い
て
、「
着
眼
が
鋭
く
創
意
に
富
む
が
説
得
力
に
欠
け
る
春
町
作
に
、
ユ
ー
モ
ア
と
ギ

ャ
グ
を
加
え
て
悠
々
と
変
奏
曲
を
奏
で
る
の
が
、
喜
三
二
の
特
色
」
で
あ
る
と
し
、
一
方
で
「
機
知
的
な
作
家
だ
が
、
そ
れ
を
鋭

く
表
現
す
る
す
べ
を
し
ら
な
い
。
悠
々
と
そ
れ
を
玩
味
し
、
ゆ
っ
く
り
と
語
る
息
の
長
い
と
こ
ろ
に
比
類
の
な
い
説
得
性
が
あ

る
」
と
述
べ
る）

40
（

。
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確
か
に
、『
其
昔
龍
神
噂
』
で
は
、
当
時
あ
っ
た
鳥
山
検
校
の
よ
う
な
贅
沢
な
座
頭
ら
の
遊
廓
の
遊
興
や
、
座
頭
金
の
不
当
な

高
利
貸
し
に
よ
っ
て
夜
逃
げ
し
た
旗
本
の
事
件
に
取
材
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
龍
宮
四
国
噂
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
事

的
な
内
容
と
し
て
は
、「
と
ん
だ
霊
宝
」
や
二
代
目
八
百
蔵
の
死
な
ど
風
俗
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
安
永

六
年
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
安
永
九
年
で
取
り
上
げ
る
べ
き
話
題
と
し
て
は
若
干
遅
れ
て
い
る
感
じ
も
あ
る
。
た
だ
、
安
永
六

年
当
時
に
八
百
蔵
の
追
善
物
が
多
く
出
回
っ
た
こ
と
自
体
を
取
り
上
げ
て
い
る
可
能
性
、
安
永
七
年
の
四
代
目
団
十
郎
の
死
や

『
其
昔
龍
神
噂
』
な
ど
を
受
け
て
の
作
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
、
安
永
七
年
中
に
は
既
に
構
想
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
源
内
は
安
永
八
年
十
二
月
十
八
日
（
西
暦
一
七
八
〇
年
一
月
二
十
四
日
頃
）
に
没
し
て
い
る）

41
（

こ
と

か
ら
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
刊
行
と
は
一
ヶ
月
ほ
ど
し
か
間
が
な
く
、
喜
三
二
が
執
筆
の
段
階
で
源
内
の
死
を
意
識
し
て
い
た
と

は
言
い
難
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
龍
都
四
国
噂
』
の
主
軸
は
あ
く
ま
で
既
存
の
童
謡
、
童
話
、
玉
取
り
説
話
の
筋
書
き
を
な
ぞ
り
つ
つ
、

謡
曲
「
海
士
」
の
悲
劇
的
結
末
部
分
を
喜
劇
的
で
ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
に
改
変
し
て
い
く
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
。
当
世
の
事
情

に
切
り
込
む
よ
う
な
鋭
さ
や
新
鮮
さ
を
強
く
出
す
感
じ
は
あ
ま
り
な
い
が
、
大
ら
か
な
態
度
で
も
っ
て
描
写
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

時
代
を
超
え
て
も
分
か
り
や
す
い
面
白
さ
が
あ
る
。
何
よ
り
、
既
存
の
物
語
の
魅
力
を
活
か
し
つ
つ
、
丁
寧
に
繫
い
で
筋
の
通
っ

た
ひ
と
つ
の
物
語
へ
と
再
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
巧
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
役
者
の
地
獄
め
ぐ
り
譚
を
思
わ
せ
る
要
素
を
さ
り

げ
な
く
入
れ
る
こ
と
で
物
語
に
奥
行
き
を
出
し
て
い
る
点
は
、
喜
三
二
の
技
量
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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註
（
1
）　
浜
田
義
一
郎
「
朋
誠
堂
喜
三
二
ノ
ー
ト
」（『
江
戸
文
藝
攷
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）／
井
上
隆
明
「
喜
三
二
伝
考
異
」（『
近
世
文

藝
』
十
四
号
、
一
九
六
八
年
）／「
我
お
も
し
ろ
」
下
の
巻
（『
江
戸
狂
歌
本
選
集
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）

（
2
）　
浜
田
注
一
前
掲
書
／
中
村
幸
彦
「
草
双
紙
の
諸
相
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
四
巻
近
世
小
説
史
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）／

水
野
稔
『
黄
表
紙
・
洒
落
本
の
世
界
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
六
年
）／
井
上
隆
明
『
喜
三
二
戯
作
本
の
研
究
』（
三
樹
書
房
、
一
九
八

三
年
）

（
3
）　
井
上
注
二
前
掲
書
で
は
、
恋
川
春
町
画
の
可
能
性
を
示
す
。

（
4
）　
喜
田
川
守
貞
著
『
守
貞
謾
稿
』（『
近
世
風
俗
志
』
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
参
照
）
に
「
江
戸
に
て
声
色
と
云
ふ
。
京
坂
に
物

ま
ね
と
云
ふ
。
俳
優
の
声
を
擬
す
る
小
口
技
な
り
」
と
あ
る
。
図
3
五
丁
ウ
に
描
か
れ
て
い
る
札
か
ら
、
安
永
・
天
明
期
に
中
州
新
地
で

評
判
と
な
っ
た
声
色
づ
か
い
の
大
道
芸
人
、
松
川
鶴
市
に
当
て
込
ん
だ
も
の
と
知
れ
る
。

（
5
）　
井
上
注
二
前
掲
書
／
棚
橋
正
博
『
黄
表
紙
総
覧
』
前
編
（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
六
年
）／
中
村
正
明
「
伝
承
童
謡
と
黄
表
紙
│
「
四

国
猿
」
を
中
心
に
│
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
〇
巻
十
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）

（
6
）　
中
村
正
明
注
五
前
掲
論

（
7
）　
棚
橋
注
五
前
掲
書

（
8
）　
浜
田
義
一
郎
「
黄
表
紙
雑
考
」（『
東
洋
大
学
紀
要
』
十
四
集
、
一
九
六
〇
年
五
月
号
）／
鈴
木
俊
幸
「
吉
原
の
本
屋
蔦
屋
重
三
郎
」

（『
蔦
屋
重
三
郎
』
ま
ん
ぼ
う
社
、
一
九
九
八
年
）
│
安
永
九
年
刊
行
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、『
伊
達
模
様
見
立
蓬
萊
』（
安
永
九
年

刊
）
の
巻
末
に
新
板
目
録
の
広
告
を
取
り
上
げ
る
。
桜
の
木
に
吊
る
さ
れ
た
短
　
冊
の
一
つ
に
黄
表
紙
の
名
題
「
龍
都
四
国
噂
上
中
下
」

が
書
か
れ
て
い
る
。

（
9
）　
森
銑
三
『
黄
表
紙
解
題
』
上
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
）／
井
上
注
二
前
掲
書

（
10
）　
中
村
正
明
氏
注
五
前
掲
論

（
11
）　『
鐘
入
七
人
化
粧
』
は
式
亭
三
馬
作
『
稗
史
億
説
年
代
記
』（
享
和
二
年
刊
）
の
名
作
二
十
三
部
の
一
つ
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
12
）　
作
中
絵
の
似
顔
表
現
に
お
い
て
も
二
代
目
八
百
蔵
と
特
定
は
で
き
そ
う
だ
。
時
代
の
近
い
作
で
、
勝
川
派
の
勝
川
春
堂
が
手
掛
け
た
細
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判
錦
絵
『
二
代
目
市
川
八
百
蔵
の
死
絵
』（C

hester B
etty Library

蔵
、
一
七
七
七
年
作
）
や
、
春
章
と
同
時
期
に
似
顔
絵
で
活
躍
し
た

一
筆
斎
文
調
『
絵
本
舞
台
扇
』（
勝
川
春
章
と
共
作
、
雁
金
屋
伊
兵
衛
版
、
明
和
七
年
〈
一
七
七
〇
〉）
に
描
か
れ
た
二
代
目
八
百
蔵
像
と

比
較
し
て
み
る
と
顔
の
特
徴
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
章
㈡
で
も
触
れ
る
滑
稽
本
『
中
車
生
死
草
白
露
』
の
作
中
の
挿
絵
に
描
か
れ

る
八
百
蔵
の
姿
に
も
似
て
い
る
。

（
13
）　
本
文
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
二
〇
二
一
年
七
月
二
六
日
検
索
）https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/　

2545197?toc Opened=1

を
参
照
。

（
14
）　『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
八
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年

（
15
）　
中
村
正
明
「
黄
表
紙
『
其
昔
龍
神
噂
』
翻
刻
と
注
釈
」（『
日
本
文
學
論
究
』
二
〇
一
九
年
三
月
号
）

（
16
）　
伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表
」
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年

林
美
一
「
死
絵
考
そ
の
上
」（『
浮
世
絵
芸
術
』
四
十
五
号
、
一
九
七
五
年
八
月
）

岩
田
秀
行
「
役
者
絵
の
隆
盛
㈠
江
戸
絵
」（『
岩
波
講
座
　
歌
舞
伎
・
文
楽
・
第
四
巻
歌
舞
伎
文
化
の
諸
相
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
八

年
）

高
橋
則
子
「
追
善
草
双
紙
「
東
発
名
皐
月
落
際
」
と
市
川
家
の
芸
」（『
服
部
幸
雄
編
寛
政
期
の
前
後
に
お
け
る
江
戸
文
化
の
研
究
』
千

葉
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
、
二
〇
〇
〇
年
）

藤
澤
茜
「
死
絵
に
見
る
役
者
の
人
気
」（『
浮
世
絵
芸
術
』
一
四
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）／
同
著
『
浮
世
絵
が
創
っ
た
江
戸
文
化
』
笠
間

書
院
、
二
〇
一
三
年
）

（
17
）　
浅
野
秀
剛
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
　
別
巻
』（
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
）

（
18
）　
朝
倉
治
彦
、
服
部
幸
雄
編
集
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
十
三
巻
芸
能
記
録
（
三
一
書
房
、
一
九
七
五
年
）

（
19
）　
伊
原
注
一
六
前
掲
書

（
20
）　
松
崎
仁
「
人
気
役
者
最
期
物
語
」（『
日
本
の
説
話
』
五
、
東
京
美
術
、
一
九
七
五
年
所
収
）
／
同
著
「
最
期
物
語
の
変
貌
と
元
禄
歌
舞

伎
」（『
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
こ
と
ば
』
八
木
書
店
、
一
九
九
四
年
所
収
）

（
21
）　
棚
橋
正
博
「
歌
舞
伎
俳
優
追
善
黄
表
紙
序
説
」（『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
十
号
、
一
九
八
八
年
十
月
／（
同
著
『
黄
表
紙
の
研

究
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
所
収
）。
こ
の
論
に
対
し
、
高
橋
則
子
氏
は
「
こ
の
二
つ
の
談
義
本
と
追
善
草
双
紙
の
間
に
は
若
干
の
距
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離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
も
の
の
、「
初
期
追
善
草
双
紙
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
あ
る
」〔「
初
期
追
善
草
双
紙
考
│

二
代
目
市
川
八
百
蔵
の
死
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
江
戸
文
学
』
一
九
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）〕
と
の
見
解
を
示
す
。

（
22
）　
伊
原
注
一
六
前
掲
書

（
23
）　
棚
橋
注
二
一
前
掲
論

（
24
）　「
日
本
文
学
協
会
第
四
十
回
研
究
発
表
大
会
」
に
お
け
る
発
表
に
お
い
て
、
光
延
真
哉
氏
よ
り
、
安
永
八
年
九
月
に
澤
村
四
郎
五
郎
が

三
代
目
市
川
八
百
蔵
を
襲
名
し
た
こ
と
に
よ
り
、
八
百
蔵
に
対
す
る
注
目
が
高
か
っ
た
可
能
性
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
喜
三
二
が
八
百

蔵
を
取
り
上
げ
た
本
作
を
安
永
九
年
に
刊
行
し
た
こ
と
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

（
25
）　
高
橋
注
二
一
前
掲
論

（
26
）　
岩
田
秀
行
「
黄
表
紙
『
明
矣
七
変
目
景
清
』」（
近
世
文
学
研
究
叢
書
『
江
戸
芸
文
攷
』
若
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
の
脚
注
二
七
の
指

摘
に
よ
る
。

（
27
）　
折
口
信
夫
『
古
代
研
究
　
民
俗
学
篇
第
一
』（「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ
」『
折
口
信
夫
全
集
2
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
所
収
）

（
28
）　
恋
田
知
子
「
御
伽
草
子
が
描
く
海
」（
鈴
木
健
一
編
『
海
の
文
学
史
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

（
29
）　
浅
野
祥
子
「
龍
宮
に
つ
い
て
ー
地
獄
と
の
類
似
性
」、（『
大
正
大
学
国
文
学
踏
査
』
十
五
号
、
一
九
八
九
年
）

（
30
）　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
六
『
平
家
物
語
』
四
、（
市
古
貞
次
校
注
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
五
二
二
頁
脚
注
一
〇
参
照
）

（
31
）　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
『
舞
の
本
』（
麻
原
美
子
、
北
原
保
雄
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

（
32
）　
関
原
彩
「
黄
表
紙
に
お
け
る
龍
宮
描
写
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
六
四
号
、
二
〇
一
七
年
）

（
33
）　
石
上
敏
『
平
賀
源
内
の
文
芸
史
的
位
置
│
戯
作
者
と
し
て
の
評
価
・
評
判
』
北
溟
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
他
、
源
内
を
「
戯
作
の
祖
」
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
明
治
よ
り
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
中
村
幸
彦
「
戯
作
論
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
八
巻
、
角
川
書

店
、
一
九
六
六
年
）
が
詳
し
く
述
べ
る
。

（
34
）　
日
本
名
著
全
集
江
戸
文
芸
之
部
、
第
十
四
巻
『
滑
稽
本
集
』（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）

（
35
）　
井
上
注
二
前
掲
書

（
36
）　
石
上
敏
「
源
内
門
人
と
し
て
の
朋
誠
堂
喜
三
二
│
『
高
慢
斉
行
脚
日
記
』
の
世
界
│
」（『
近
世
文
藝
』
七
十
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
／

同
著
「
平
賀
源
内
と
吉
原
細
見
│
源
内
門
人
と
し
て
の
朋
誠
堂
喜
三
二
補
説
」（『
江
戸
文
学
』
二
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）
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（
37
）　
城
福
勇
『
平
賀
源
内
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）／
井
上
注
一
前
掲
書
「
職
務
」
／
同
著
「
源
内
秋
田
行
の
跫
音
」（『
江
戸
文

学
』
二
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）

（
38
）　
日
本
古
典
文
学
大
系
五
五
『
風
来
山
人
集
』（
中
村
幸
彦
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）

（
39
）　
中
村
幸
彦
注
三
八
前
掲
書

（
40
）　
浜
田
注
一
前
掲
書

（
41
）　
石
上
注
三
三
前
掲
書

【
付
記
】

本
稿
は
、
日
本
文
学
協
会
第
四
十
回
研
究
発
表
大
会
（
二
〇
二
一
年
七
月
四
日
）
に
て
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
席
上
ご
教
示

賜
り
ま
し
た
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、『
龍
都
四
国
噂
』
本
文
に
お
け
る
翻
刻
と
解
釈
に
際
し
て
は
、
延
広
真
治
氏
は
じ
め
近
世
文
学
研
究
会
の
皆
様
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
、

ご
指
導
を
多
く
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

図
版
掲
載
を
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
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A

 Study of the K
ibyôshi  “Tatsu no M

iyako Shikoku U
w

asa” : 
w

ith Special R
eference to Ichikaw

a Yaozô II’ s role

FU
R

U
SH

O
, R

ui

　The purpose of this paper is to offer som
e opportunities of the reassessm

ent of Tatsu no M
iyako Shikoku U

w
asa

（Shikoku U
w

asa ,
「
龍
都
四
国
噂
」）, w

ritten by K
isanji H

ôseidô

（1780

）, by analyzing the story, and expanding the 
interpretation.

　O
ne of our attem

pts here, is to focus on Yaozô and reconsider his role in the overall structure of the story. Yaozô w
as a 

kabuki actor, w
hose form

al stage nam
e, Ichikaw

a Yaozô II. H
e died in 1777 at the age of 43. The reason w

hy w
e 

em
phasize Yaozô is, he w

as so popular an actor that his death w
as m

issed by m
any fans, especially by w

om
en in Edo, and 

his action w
as taken up in gesaku , one of the entertainm

ent literatures. In the structure of Shikoku U
w

asa , the topic of his 
death w

as picked up w
ith an im

portant m
eaning. It seem

s his death w
as the key to the revaluation.

　A
s our supplem

ent, w
e should especially see how

 Shikoku U
w

asa  w
as influenced by N

enashigusa,  in w
hich the kabuki 

actor’ s death w
as told, by com

pering both w
orks. The latter w

as w
ritten by H

iraga G
ennai in 1763. Therefore, w

e could 
confirm

 that K
isanji w

rote Shikoku U
w

asa , being conscious of G
ennai’ s gesaku .

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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