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第
二
条　

声
の
つ
か
ひ
様
の
事　

付
、
出
声
散
の
方

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本
・
演
博
本

【
翻
刻
】

　
　
　

第
二　

声
の
つ
か
ひ
や
う
の
事　

付　

出
声
散
の
方

声
ハ
不
断
つ
か
ふ
て
尤
よ
し
。
其
内
寒
中
に
つ
か
ふ
事
を
専
一
と
す
。
意
趣
い
か
ん
と
な
れ
ハ
、木
火
土
金
水
五
行
相
尅
相
生
の
理
に

あ
た
れ
り
。
人
の
肺
の
①
蔵
ハ
諸
声
の
奉
行
す
る
も
の
な
り
。
肺
ハ
金
也
。
扨
冬
ハ
腎
に
て
水
の
時
也
。
金
生
水
と
て
水
は
金
の
子
な

り
。
肺
金
ハ
水
の
母
な
る
に
よ
つ
て
、
つ
ね
に
肺
よ
り
水
へ
合
力
す
る
事
也
。
し
か
れ
と
も
冬
ハ
水
の
②
旺
を
す
る
時
な
れ
ハ
、
水
さ

か
ん
に
し
て
、
母
の
金
よ
り
も
合
力
を
③
（
不
レ

請
。
さ
る
に
よ
り
、
肺
金
子
の
水
に
合
力
）
せ
ぬ
ゆ
へ
、
常
よ
り
も
さ
か
ん
な
り
。

肺
気
さ
か
ん
な
れ
ハ
多
声
し
て
も
肺
気
④
つ
か
れ
す
、
肺
の
慥
成
時
に
、
つ
か
ひ
を
ゝ
せ
ん
た
め
な
り
。
扨
つ
か
ひ
や
う
に
様
々
の
説

あ
れ
ど
も
、
只
高
音
下
音
に
不
限
其
人
相
応
の
調
子
の
ま
ゝ
に
つ
か
ひ
て
よ
し
。
下
音
の
人
も
少
づ
ゝ
高
音
に
つ
か
ひ
ぬ
れ
ハ
、
い
つ

と
な
く
⑤
高
音
に
な
る
事
也
。
其
子
細
ハ
常
に
ハ
調
子
の
ひ
く
き
人
も
、
敵
と
も
の
あ
ら
そ
ふ
時
ハ
、
次
第
に
⑥
声
高
な
る
事
同
前

也
。
但
生
れ
な
か
ら
に
し
て
、肺
気
の
⑦
よ
ハ
き
人
ハ
元
来
声
わ
ざ
を
好
ま
ぬ
も
の
也
。
好
ま
す
し
て
声
つ
か
ひ
た
り
と
て
よ
く
な
り

申
へ
き
道
理
な
し
。
う
た
ふ
時
ハ
立
居
と
も
に
、
身
を
す
へ
て
臍
の
上
下
両
辺
よ
り
声
を
取
出
し
、
音
の
き
ん
ハ
う
へ
に
て
つ
け
て
う

た
ふ
へ
し
。
礼
記
疏
に
、
単
に
出
る
を
声
と
云
雑
⑧
出
る
音
と
云
。



─ 36 ─

第二条　声のつかひ様の事　付、出声散の方（上野）

　
　
　

食
物
宜
禁

大
根
、
独
活
、
牛
房
、
大
麦
、
⑨
栗
、
薑
、
蠣
、
鮑

用
て
よ
ろ
し

蕎
麦
、
桃
、
杏
、
枇
杷
、
胡
椒

真
爪
、
鮒
、
鮎
、
鯨

　
　

用
て
わ
ろ
し
然
と
い
へ
と
も
上
音
達
者
⑩
不
用
。

　
　
　

出
（
シ
ユ
ツ
セ
イ
サ
ン
）

声
散

⑪
連
堯　

桔

一
両
宛　

川
芎
一
両　

砂
仁
一
両　

訶
子
一
両　

薄
荷
二
両　

乾
薑
三
両　

甘
草
三
両

一
、
連
堯　

白
水
に
て
よ
く
あ
ら
ひ
用
。

一
、
桔
　

白
水
に
て
よ
く
あ
ら
ひ
、
か
し
ら
を
さ
り
用
。

一
、
川
芎　

半
時
程
白
水
に
ひ
た
し
よ
く
⑫
洗
イ
、
き
さ
ミ
、
日
に
⑬
ほ
し
用
。

一
、
砂
仁　

白
水
に
て
よ
く
⑭
あ
ら
ひ
、
す
こ
し
火
に
て
い
る
。

一
、
訶
子　

紙
に
つ
ゝ
ミ
、
あ
つ
は
い
の
中
に
暫
置
て
取
い
た
し
、
さ
ね
を
去
て
水
に
あ
ら
ひ
、
日
に
ほ
す
。

一
、
薄
荷　

其
ま
ゝ
お
ろ
す
。

一
、
乾
薑　

白
水
に
付
て
よ
く
洗
、
日
に
ほ
し
用
。

一
、
甘
草　

か
わ
を
去
、
其
ま
ゝ
用
。

　
　
　

  

右
八
味
、
細
末
し
て
、
散
薬
丸
薬
何
れ
に
て
も
よ
し
。
声
の
か
れ
た
る
時
、
大
き
に
よ
し
。
あ
つ
き
湯
に
て
の
ミ
く
た
す
ヘ

し
。
秘
薬
な
り
。
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【
校
異
】

①
蔵
―
臓
（
鴻
）

②
旺
―
王
（
鴻
・
演
）

③
高
ナ
シ
。
鴻
・
演
よ
り
補
う
。

④
つ
か
れ
す
―
つ
か
れ
ず
（
鴻
・
演
）

⑤
高
音
―
高
声
（
鴻
・
演
）

⑥
声
高
な
る
―
声
高
く
な
る
（
鴻
・
演
）

⑦
よ
ハ
き
―
よ
わ
き
（
鴻
・
演
）

⑧
出
る
音
―
出
る
を
音
（
鴻
・
演
）

⑨
栗
―
粟
（
鴻
・
演
）

⑩
不
用
―
不
レ

用
レ

之
（
鴻
・
演
）

⑪
連
堯
―
△
連
堯
（
鴻
・
演
）

⑫
洗
イ
―
あ
ら
ひ
（
鴻
・
演
）

⑬
ほ
し
用
―
ほ
し
て
用
（
鴻
・
演
）

⑭
あ
ら
ひ
―
あ
ら
ひ
て
（
鴻
・
演
）

【
現
代
語
訳
】

第
二　

声
の
使
い
方
に
つ
い
て　

付
、
出
声
散
の
処
方



─ 38 ─

第二条　声のつかひ様の事　付、出声散の方（上野）

声
は
常
に
使
う
の
が
最
も
良
い
。
中
で
も
寒
中
に
使
用
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
理
由
は
と
い
う
と
、木
火
土
金
水
の
五
行
相
克

相
生
の
理
論
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
肺
臓
は
あ
ら
ゆ
る
声
を
管
理
す
る
。
肺
は
金
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
冬
は
腎
で
あ
り
、

水
の
時
期
に
金
は
水
を
生
ず
る
か
ら
、
水
は
金
の
子
で
あ
る
。
肺
す
な
わ
ち
金
は
水
の
母
な
の
で
、
常
に
肺
は
水
を
助
け
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
冬
は
水
が
支
配
す
る
時
期
で
あ
る
か
ら
、
水
の
勢
い
強
く
、
母
の
金
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
無
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
肺
す
な
わ
ち
金
は
子
で
あ
る
水
を
援
助
し
な
い
の
で
、
い
つ
も
よ
り
勢
力
が
あ
る
。
肺
臓
の
勢
い
が
良
い
と
、
多
く
発
声
し
て
も

肺
臓
が
疲
れ
な
い
。
肺
に
活
力
が
あ
る
時
に
、
十
分
多
め
に
使
っ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
使
い
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、
大
声
、
小
声
に
限
ら
ず
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
調
子
に
合
わ
せ
て
使
用
し
て
差
支
え
な
い
。

小
さ
い
声
の
人
も
、
す
こ
し
ず
つ
大
き
な
声
を
使
っ
て
い
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
か
大
声
が
出
る
。
説
明
す
る
と
、
い
つ
も
小
声
の
人

も
、
敵か
た
き

と
争
う
時
に
は
徐
々
に
声
高
に
な
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
う
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
肺
臓
の
弱
い
人
は
、
そ
も
そ

も
声
の
芸
を
好
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
や
い
や
声
を
使
っ
て
い
て
も
、良
く
な
る
わ
け
が
無
い
。
謡
う
時
は
立
っ
て
い
て
も
座
っ
て

い
て
も
、
体
を
据
え
て
臍
の
上
下
両
辺
か
ら
声
を
出
し
、
音
の
響
き
は
﹇
体
の
﹈
上
部
で
調
整
し
て
謡
う
。

礼
記
疏
に
よ
る
な
ら
ば
、
単
一
に
出
る
の
を
声
と
言
い
、
混
じ
っ
て
出
る
の
を
音
と
言
う
。

食
物
宜
禁
（
食
べ
て
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
）

大
根
、
ウ
ド
、
ご
ぼ
う
、
大
麦
、
粟
、
生
姜
、
牡
蠣
、
鮑

こ
れ
ら
は
そ
れ
な
り
に
食
べ
て
良
い
。

そ
ば
、
桃
、
杏
、
琵
琶
、
胡
椒
、
ま
く
わ
う
り
、
フ
ナ
、
ア
ユ
、
ク
ジ
ラ

こ
れ
ら
は
控
え
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
上
音
が
達
者
な
人
は
特
に
食
べ
な
い
。

出
声
散
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連れ
ん
ぎ
ょ
う翹
、
桔き
き
ょ
う

一
両
ず
つ　

川セ
ン
キ
ュ
ウ芎
一
両　

砂シ
ャ
ニ
ン仁
一
両　

訶カ

シ子
一
両　

薄ハ
ッ
カ荷
二
両　

乾カ
ン
キ
ョ
ウ姜
三
両　

甘カ
ン
ゾ
ウ草
三
両

連
翹　

清
く
澄
ん
だ
水
で
し
っ
か
り
と
洗
っ
て
使
用
す
る
。

桔
　

清
く
澄
ん
だ
水
で
し
っ
か
り
と
洗
い
、
茎
を
除
い
て
用
い
る
。

川
芎　

一
時
間
ほ
ど
水
に
浸
し
、
良
く
洗
っ
て
刻
み
、
日
に
干
し
て
使
用
す
る
。

砂
仁　

清
く
澄
ん
だ
水
で
よ
く
洗
い
、
少
し
火
で
い
る
。

訶
子　

紙
に
包
み
、
熱
い
灰
の
中
に
し
ば
ら
く
置
い
て
取
り
出
し
、
実
の
中
の
胚
を
取
っ
て
水
で
洗
い
、
日
に
干
す
。

連
翹　

そ
の
ま
ま
お
ろ
す
。

乾
姜　

清
く
澄
ん
だ
水
に
つ
け
て
よ
く
洗
い
、
日
に
干
し
て
使
用
す
る
。

甘
草　

皮
を
取
り
、
そ
の
ま
ま
用
い
る
。

右
の
八
種
は
、
細
か
く
砕
い
て
粉
薬
・
丸
薬
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
よ
い
。
声
の
か
れ
た
と
き
大
い
に
良
い
。
熱
い
湯
で
飲
み
下
し
て
く

だ
さ
い
。
秘
薬
で
あ
る
。

【
解
説
】

声
楽
に
お
い
て
発
声
法
の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
が
、呼
吸
法
や
口
や
喉
を
調
節
し
て
多
彩
な
音
を

作
り
出
す
方
法
を
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
お
そ
ら
く
本
章
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
、発
声
の
技
法
の

詳
述
と
い
う
よ
り
も
、
理
論
や
一
般
論
の
概
説
に
力
点
を
置
い
た
発
声
法
の
記
述
が
試
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
声
は
常
に
使
う
の
が
一

番
よ
く
、
と
り
わ
け
寒
中
に
使
う
こ
と
を
最
上
と
す
る
」
と
い
う
大
原
則
か
ら
切
り
出
し
て
五
行
思
想
に
よ
る
理
論
づ
け
が
試
み
ら

れ
、
次
い
で
、
自
分
の
声
に
合
わ
せ
て
謡
う
の
が
望
ま
し
く
、
意
識
し
て
負
荷
を
か
け
る
と
声
域
・
声
量
が
拡
が
る
と
い
う
説
が
引
か
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れ
、
発
声
法
が
簡
潔
に
示
さ
れ
た
後
、
礼
記
の
解
釈
を
用
い
た
理
論
づ
け
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

五
行
思
想
に
関
す
る
理
論
的
な
議
論
は
過
去
の
伝
書
等
を
参
考
に
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。出
版
が
前
後
す
る
の
で
直
接
の
影
響

関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
冒
頭
か
ら
、「
次
第
に
声
高
な
る
事
同
前
な
り
」
ま
で
の
記
述
が
『
音
曲
玉
淵
集
』「
一
声
の

つ
か
ひ
や
う
の
事
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
た
だ
し
、
両
者
に
お
け
る
発
声
法
と
鍛
練
法
の
記
述
は
異
な
る
。『
音
曲
玉
淵
集
』
は
声
の
横

竪
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
一
方
で
、『
う
た
ひ
鏡
』
は
具
体
的
な
発
声
に
関
す
る
身
体
技
法
を
示
す
。
ま
た
、『
音
曲
玉
淵
集
』
は

鍛
練
法
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、『
う
た
ひ
鏡
』
は
こ
れ
を
欠
く
。
声
の
横
竪
や
鍛
練
法
の
記
述
は
『
八
帖
花
伝
書
』
に
も
見
出

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
広
く
江
戸
初
期
に
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
は
、
実
践
的
な
記
述
を
目
指
す
が

ゆ
え
に
、声
の
横
竪
に
関
す
る
議
論
を
知
り
つ
つ
省
略
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
取
捨
選
択
を
通
じ
て
著
者
の
主
張
が
浮
か
び
上

が
る
。

発
声
法
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。「
う
た
ふ
時
ハ
立
居
と
も
に
、
身
を
す
へ
て
臍
の
上
下
両
辺
よ
り
声
を
取
出
し
、
音
の
き
ん
ハ

う
へ
に
て
つ
け
て
う
た
ふ
へ
し
」。
寸
言
で
示
し
た
の
は
、
こ
れ
を
暗
記
し
て
身
体
化
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
述

は
二
段
階
か
ら
な
り
、
ま
ず
、
腹
式
呼
吸
に
よ
る
声
の
出
し
方
が
示
さ
れ
（
臍
の
上
下
両
辺
よ
り
声
を
取
出
）、
次
い
で
声
の
調
節
の

方
法
が
示
さ
れ
る
（
音
の
き
ん
ハ
う
へ
に
て
つ
け
て
う
た
ふ
）。「
う
へ
に
て
」
は
、体
の
上
部
に
位
置
す
る
喉
頭
を
意
味
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、「
き
ん
」
は
、
宝
暦
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
音
曲
玉
淵
集
』
に
よ
る
と
、
強
吟
、
弱
吟
等
、
音
声
の
調
子
と
解
さ

れ
る
。

発
声
法
に
関
す
る
寸
言
に
は
、礼
記
の
疏
が
続
く
。「
単
に
出
る
を
声
と
云
。
雑
出
る
音
と
云
」。
疏
は
鄭
玄
に
よ
る
礼
記
冒
頭
の
注

「
宮
商
角
徴
羽
雑
比
曰
レ

音
、単
出
曰
レ

声
」（
四
〇
五
頁
）
に
類
似
す
る
。
鄭
玄
の
注
の
文
章
か
ら
「
宮
商
角
徴
羽
」
を
取
り
去
り
、「
雑

比
曰
レ

音
」
と
「
単
出
曰
レ

声
」
を
入
れ
替
え
る
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
章
に
な
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
は
、「
臍
の
上
下
両
辺
よ

り
」
取
り
出
さ
れ
た
声
を
、
未
分
化
ゆ
え
に
「
単
」、「
う
へ
に
て
」
吟
の
付
け
ら
れ
た
声
を
、
謡
曲
の
楽
理
に
基
づ
い
て
調
節
さ
れ
て

い
る
の
で
「
音
」
と
理
解
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
全
て
の
『
礼
記
』
の
引
用
は
、『
全
釈
漢
文
大
系
』
所
収
の
「
礼
記
」
に
よ
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る
。
こ
の
書
物
の
底
本
は
、
一
八
一
五
年
（
清
の
嘉
慶
二
十
年
）
に
南
昌
府
学
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
十
三
経
注
疏
』
本
、
い
わ
ゆ
る
阮

元
本
で
あ
る
）。

本
章
は
本
文
に
続
け
て
、謡
曲
を
謡
う
人
の
た
め
の
食
事
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
並
び
に
喉
薬
の
調
剤
及
び
処
方
が
付
さ
れ
て
い
る
。
謡

の
技
法
書
に
医
学
・
薬
学
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
用
を
考
え
て
言
及
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は

『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
に
と
っ
て
音
曲
と
本
草
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
現
代
の
私
達
が
馴
染
む
音
楽
と
医
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

よ
り
も
隣
接
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

食
事
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
よ
ろ
し
」
の
食
材
一
覧
と
「
わ
ろ
し
」
の
食
材
一
覧
か
ら
成
る
。「
よ
し
」、「
あ
し
」
で
は
な
く
、「
よ

ろ
し
」、「
わ
ろ
し
」
な
の
で
、「
無
理
の
な
い
範
囲
で
心
が
け
て
下
さ
い
」
程
度
と
理
解
で
き
る
。「
上
音
達
者
」
の
解
釈
は
難
し
い
。

一
七
世
紀
の
人
々
は
音
を
ど
の
よ
う
に
聴
い
た
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
の
私
た
ち
は
音
を
「
高
い
音
」
と
「
大
き
い
音
」
に
区
分
す
る
。
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、近
代
以
前
に
は
両
者
は
は
っ

き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
高
音
」
は
「
高
い
音
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
大
き
な
音
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。
声
高
に
話
す

と
い
う
表
現
が
必
ず
し
も
高
い
声
で
話
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、そ
の
名
残
で
あ
る
。
本
訳
で
は
便
宜
的
に
音
の
高
低
に
関
わ

る
表
現
を
、
す
べ
て
音
の
大
小
で
処
理
し
た
。
さ
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
も
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

後
半
部
は
喉
薬
の
処
方
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
喉
薬
へ
の
言
及
は
早
く
も
世
阿
弥
の
『
音
曲
口
伝
』
に
見
出
さ
れ
る
。「
一
．
声
を

つ
か
ふ
事
。
声
の
向
き
た
る
時
を
失
は
じ
と
つ
か
ふ
べ
し
。
声
の
薬
な
ど
と
申
こ
と
も
、
つ
か
ひ
た
る
後
に
薬
を
飲
む
べ
し
。
是
、
声

の
よ
く
な
る
相
な
り
」。
も
っ
と
も
、薬
の
処
方
は
異
な
る
。『
音
曲
口
伝
』
は
声
を
良
く
す
る
た
め
の
滋
養
強
壮
薬
で
あ
る
一
方
、『
う

た
ひ
鏡
』
は
む
し
ろ
「
声
の
か
れ
た
る
時
」
に
使
用
す
る
治
療
薬
で
あ
る
。
ま
た
、『
音
曲
玉
淵
集
』
に
も
「
声
の
つ
か
ひ
や
う
の
事
」

の
項
目
に
「
薬
を
呑
て
吉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
広
く
普
及
し
た
小
謡
集
の
頭
書
に
も
調
剤
に
つ
い
て
の
知
識
が

見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
（『
万
歳
小
謡
昇
平
楽
』
資
料
参
照
）、
謡
に
よ
る
発
声
障
害
は
昔
か
ら
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

喉
薬
を
調
剤
し
て
服
用
す
る
こ
と
も
古
く
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
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【
資
料
】

一
、
声
ノ
薬
ニ
ハ
、
正
気
散
ヲ
用
ヰ
ラ
レ
キ
。
味
噌
気
・
油
気
、
コ
ト
ニ
嫌
ハ
ル
。
当
場
ニ
テ
ハ
、
タ
ゞ
沸
リ
湯
ヲ
飲
ミ
テ
、
咽
ヲ
焼

ク
ガ
ヨ
キ
ト
テ
、
イ
ヅ
レ
モ
用
ラ
レ
シ
也
。
幕
屋
ニ
テ
ハ
、
重
湯
殊
勝
ノ
モ
ノ
也
。

頭
注
に
「
当
場　

能
の
直
前
や
演
能
の
最
中
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

「
申
楽
談
義
」『
世
阿
弥　

禅
竹
』
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
一
一
頁
。

一
声
の
つ
か
ひ
や
う
の
事

声
は
常
に
つ
か
ふ
て
吉
其
内
寒
中
に
つ
か
ふ
事
を
専
一
と
す
い
か
ん
と
な
れ
は
肺
の
臓
は
五
臓
の
花
蓋
諸
気
の
元
な
り
と
い
ふ
五
行

に
配
し
て
は
肺
の
臓
は
金
。腎
は
水
な
り
金
生
水
の
道
理
に
て
腎
の
為
に
肺
は
母
な
り
故
に
常
に
肺
よ
り
腎
へ
水
を
合
力
す
る
な
り
然

れ
と
も
冬
は
水
の
主
る
時
に
て
水
盛
ん
な
り
故
に
肺
よ
り
合
力
を
請
す
依
之
常
よ
り
も
肺
気
盛
ん
な
れ
は
多
声
し
て
も
肺
気
つ
か
れ

す
肺
腎
と
も
に
さ
か
ん
成
内
に
つ
か
ひ
お
ふ
せ
ん
為
に
寒
こ
ゑ
と
て
充
分
つ
か
ふ
事
也
扨
つ
か
ひ
や
う
さ
ま
〳
〵
申
伝
へ
是
あ
り
と

い
へ
と
も
其
人
相
応
の
調
子
に
て
高
音
下
音
と
も
自
由
な
る
や
う
に
つ
か
ふ
て
よ
し
下
音
の
人
も
少
つ
ゝ
高
音
に
つ
か
ひ
ぬ
れ
は
い

つ
と
な
く
高
声
に
成
も
の
な
り
常
に
調
子
ひ
き
ゝ
人
も
敵
と
物
諍
ふ
時
は
次
第
に
声
高
く
成
る
目
前
な
り
尤
其
人
の
声
の
む
き
に
も

よ
り
又
気
力
に
も
依
へ
し
先
横
の
声
を
た
す
け
竪
の
声
を
少
押
て
つ
か
ふ
へ
し
横
竪
と
も
に
あ
る
声
を
相
音
と
い
ふ
也
兎
角
声
の
む

き
た
る
時
失
は
じ
と
つ
か
ふ
へ
し
こ
ゑ
を
つ
か
ふ
て
能
声
有
声
に
つ
か
ハ
れ
て
能
声
有
へ
し
暁
声
を
つ
か
ふ
て
ハ
少
食
を
用
ゆ
る
歟

薬
を
呑
て
吉
扨
又
つ
か
ふ
て
寝
る
事
有
へ
か
ら
す
い
ぬ
れ
ハ
つ
か
ふ
た
る
こ
ゑ
も
と
る
也
寒
中
毎
日
毎
夜
つ
か
ふ
時
は
声
嗄
る
ゝ
と

も
春
に
至
り
ほ
ッ
こ
り
と
能
出
る
な
り
つ
よ
く
か
る
ゝ
程
能
出
る
物
な
り
返
す
〳
〵
声
の
出
所
つ
か
ひ
所
を
能
吟
味
し
て
つ
か
ふ
へ

し
出
所
仕
ひ
と
こ
ろ
悪
け
れ
は
無
益
の
事
に
也
な
り
殊
更
若
輩
の
人
取
わ
き
声
の
変
る
堺
を
専
ら
に
遣
う
へ
し
伹
生
得
肺
気
の
弱
き

人
ハ
一
向
声
わ
ざ
を
好
ま
ぬ
物
な
り
。
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『
音
曲
玉
淵
集　

三
』
時
中
庚
妥
編
、
今
村
義
福
補
、
大
和
田
建
樹
訂
、
江
島
伊
兵
衛
、
一
八
九
九
年
、
二
五
―
二
七
頁
。

一
．
声
を
つ
か
ふ
事
。
声
の
向
き
た
る
時
を
失
は
じ
と
つ
か
ふ
べ
し
。
声
の
薬
な
ど
と
申
こ
と
も
、
つ
か
ひ
た
る
後
に
薬
を
飲
む
べ

し
。
是
、
声
の
よ
く
な
る
相
な
り
。

声
を
つ
か
ふ
事
、
其
声
の
向
き
に
よ
る
べ
し
。
又
、
気
力
に
も
よ
る
べ
し
。
横
の
声
を
ば
助
け
て
つ
か
ひ
、
主
の
声
を
ば
押
し
て
つ

か
ふ
べ
し
。
声
に
つ
か
は
れ
て
よ
き
声
あ
り
、
声
を
つ
か
ひ
て
よ
き
声
あ
る
べ
し
。
横
・
主
と
も
に
あ
る
声
を
相
音
と
は
申
な
り
。

宵
・
暁
の
事
。
宵
に
物
数
を
つ
か
ひ
て
〔
暁
〕
は
す
こ
し
少
な
く
つ
か
ふ
べ
し
。
殊
更
、
横
の
声
な
ど
を
ば
、
暁
に
は
、
声
に
つ
か

は
れ
て
、
声
を
い
た
は
り
て
、
納
め
声
を
本
に
つ
か
ふ
べ
し
。
返
々
、
声
の
向
き
た
る
と
思
は
ん
時
を
失
は
じ
と
た
し
な
む
べ
し
。

「
音
曲
口
伝
」『
世
阿
弥　

禅
竹
』
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
七
六
頁
。

一　

声
を
使
ふ
事
。
声
の
向
き
た
る
時
を
失
は
じ
と
、〔
使
ふ
べ
し
。〕
声
の
薬
な
ど
ゝ
申
た
る
も
、
使
ひ
た
る
後
に
、
薬
を
飲
む
べ

し
。
是
、
声
の
よ
く
成
嗜
み
也
。
声
を
使
ふ
事
、
其
声
の
向
き
に
よ
る
べ
し
。
又
、
気
力
に
も
よ
る
べ
し
。
横
の
声
を
ば
助
け
て
使

ひ
、
竪
の
声
を
ば
抑
し
て
使
ふ
べ
し
。
声
に
使
は
れ
て
、
よ
き
声
あ
り
。
声
を
使
ひ
て
、
よ
き
声
あ
る
べ
し
。
横
竪
と
も
に
あ
る
声

を
、
相
音
と
は
申
な
り
。
宵
暁
の
事
。
宵
に
は
物
数
を
使
ひ
て
、
暁
に
す
こ
し
少
く
使
ふ
べ
し
。
殊
更
、
横
の
声
な
ど
を
ば
、
暁
は
声

に
使
は
れ
て
、
声
を
労
り
て
、
お
さ
め
て
、
声
を
本
に
使
ふ
べ
し
。
返
々
、
声
の
向
き
た
る
時
を
失
は
ず
使
ふ
べ
き
物
な
り
。
声
を
使

ふ
に
は
、
宵
に
曲
舞
五
つ
ば
か
り
〔
地
声
に
て
謡
ひ
、
お
さ
め
に
小
謡
五
つ
ば
か
り
〕
調
子
高
く
謡
、
暁
、
又
、
地
声
に
曲
舞
三
つ
四

つ
謡
、
お
さ
め
に
、
調
子
を
上
げ
て
、
小
謡
三
つ
程
高
く
謡
ひ
、
さ
て
、
何
に
て
も
食
を
そ
と
用
ゆ
べ
し
。
さ
な
く
候
へ
ば
、
使
ひ
候

声
、
返
り
候
も
の
な
り
。
食
を
用
る
も
秘
事
な
り
。
五
十
日
ば
か
り
続
け
て
使
ひ
候
へ
ば
、
声
涸
る
ゝ
物
也
。
其
時
、
声
を
使
ひ
抜
き

候
へ
ば
、
能
声
に
な
り
候
な
り
。
声
の
一
稽
古
と
申
は
、
夏
百
日
、
寒
三
十
日
、
こ
れ
を
言
ふ
。
取
分
け
、
冬
の
う
ち
、
本
な
り
。

「
八
帖
花
伝
書　

八
巻
」『
古
代
中
世
芸
術
論
』
林
屋
辰
三
郎
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
六
五
七
頁
。（
底
本
は
早
稲
田
大
学
演
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劇
博
物
館
所
蔵
の
慶
長
・
元
和
頃
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
古
活
字
版
の
第
一
種
本
に
よ
る
）。

宮
商
角
徴
羽
雑
比
曰
レ

音
、
単
出
曰
レ

声
―
中
略
―
変
成
レ

方
、
謂
二

之
音
一

。

市
川
亨
吉
、
今
井
清
、
鈴
木
隆
一
『
礼
記　

中　

全
釈
漢
文
大
系　

第
十
三
巻
』
全
釈
漢
文
大
系
刊
行
会
編
、
集
英
社
、
一
九
七
七

年
、
四
〇
五
頁
。

音
と
声
の
概
念
の
考
察
は
次
の
文
献
を
参
照
。
中
小
路
駿
逸
「
言
語
と
文
字
と
音
楽
と
」『
ア
ジ
ア
文
化
学
科
年
報
』
九 

追
手
門
学
院

大
学
文
学
部
ア
ジ
ア
文
化
学
科
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
―
二
四
頁
。

一
生
れ
つ
き
て
声
の
無
に
あ
ら
ず
病
に
よ
つ
て
こ
ゑ
の
い
で
ざ
る
に
妙
薬

桔

二
両　

乾
姜
一
両　

烏
梅
五
分　

甘
草
五
分

右
粉
に
し
て
懐
中
に
た
し
な
ミ
つ
ね
に
さ
ゆ
に
て
も
ち
ふ
べ
し

○
謡
お
ほ
く
う
た
ひ
て
声
の
つ
ぶ
れ
て
い
で
ざ
る
バ

破
笛
丸

連
翹
二
両
五
分　

桔

同　

川
芎
一
両
五
分　

砂
仁
一
両
、訶
子
同　

阿
仙
薬
二
両　

薄
荷
四
両　

大
黄
一
両
五
分　

甘
草
一
両
五
分

右
細
末
し
て
た
ま
ご
の
白
ミ
に
●
﹇
直
径
六
ミ
リ
の
円
﹈
こ
れ
ほ
ど
に
丸
じ
毎
晩
寝
し
な
に
一
粒
づ
ゝ
口
に
ふ
く
ミ
て
の
ミ
下
へ
し

○
痰
咳
に
て
声
の
い
で
ざ
る
に
ハ
訶
子
散
よ
ろ
し

訶
子
散

訶
子　

杏
仁　

貝
母　

甘
草　

各
両

右
粉
に
し
て
し
や
う
が
湯
に
て
の
む
べ
し
又
梨
子
汁
一
椀
の
む
も
妙
之
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『
万
歳
小
謡
昇
平
楽　

全
』
靖
中
庵

桃
渓
画
、
高
橋
平
助
、
享
和
二
年

（
一
八
〇
二
年
）、
三
丁
裏
―
四
丁
表
。

（
個
人
蔵
）。

（
上
野 

正
章
）

『万歳小謡昇平楽　全』靖中庵桃渓画、高橋平助、享和二年（一八〇二年）、三丁裏
（個人蔵）

『万歳小謡昇平楽　全』靖中庵桃渓画、高橋平助、享和二年（一八〇二年）四丁表
（個人蔵）




