
元
禄
歌
舞
伎
作
品
に
お
け
る
勝
者
と

「
悪
人
」
の
人
物
造
形
を
中
心
に
l

は
じ
め
に

よ
り
多
く
の
鑑
賞
者
を
得
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
収
益
に
つ
な
が
る
商
業

作
品
の
場
合
、
理
解
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
わ
か
り
や

す
さ
」
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
特
に
そ
の
制
作
に
多
額

の
費
用
が
発
生
す
る
映
画
や
ア
ニ
メ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
の
場
合
、
制

作
費
が
高
騰
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
よ
り
顕
著
な
も
の
と
な
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

作
品
中
で
示
さ
れ
る
善
人
と
恋
人
の
差
異
が
明
確
で
あ
り
、
最
後
は
善

人
が
勝
利
す
る
と
い
う
物
語
は
、
こ
う
し
た
商
業
作
品
の
持
つ
「
わ
か
り

や
す
さ
」
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
時
に
「
勧

善
懲
悪
」
と
も
呼
ば
れ
る
特
徴
を
持
つ
作
品
は
、
古
今
東
西
あ
ま
ね
く
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
、
余
り
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
た
め
か
、
こ
の
概

{
1
)
 

念
に
関
し
て
正
面
か
ら
と
ら
え
た
論
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
両
国
明
典
は
ガ
ダ
マ

i
の
「
再
生
産
的
解
釈
」
の
概
念
を
敷
街
さ
せ

て
、
あ
る
作
品
が
受
容
者
に
訴
求
(
毛
℃

2
一
)
す
る
時
、
受
容
者
の
「
内

(
2
)
 

部
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
心
的
構
造
と
「
相
同
」
の
構
造
」
が
作
品
中
に

の
人
物
像

矢

里子

明

輝

含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

高
田
の
一
一
一
一
口
う
通
り
作
品
と
観
客
の
深
層
に
相
向
性
が
あ
る
こ
と
が
観
客

へ
の
訴
求
の
要
因
と
な
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
物
語
に
お
い
て
勝
者
と
敗

者
と
な
る
こ
の
両
者
の
人
物
造
形
の
為
さ
れ
方
は
、
観
客
の
内
面
に
お
い

て
肯
定
、
及
び
否
定
さ
れ
て
い
る
概
念
と
相
向
の
関
係
に
あ
る
可
能
性
が

高
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
対
象
と
し
た
の
は
元
禄
期
を
中
心
に
上
方
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞

伎
で
あ
る
。

「
士
宮
崎
恥
の
商
品
化
」
と
い
う
命
題
を
示
し
た
守
屋
毅
は
、
従
来
一
部
の

特
権
階
級
に
占
有
さ
れ
て
い
た
芸
能
が
、
都
市
化
に
伴
う
「
余
暇
」
の
出

現
と
教
育
水
準
の
向
上
を
背
景
に
「
興
行
」
と
い
う
形
で
一
般
の
町
人
に

開
放
さ
れ
た
元
禄
期
を
芸
能
史
の
転
換
期
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
当
時

の
歌
舞
伎
作
品
は
、
一
年
間
に
何
本
も
の
新
作
を
上
演
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
高
度
に
細
分
化
さ
れ
た
職
掌
を
持
つ
「
企
業
」
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
て
い
た
。
現
代
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
当
時

の
歌
舞
伎
は
そ
の
制
作
・
流
通
・
消
費
の
各
段
階
で
多
く
の
人
員
を
必
要

と
す
る
、
一
つ
の
「
産
業
」
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

ト
仇
人
ノ
。
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同
時
に
元
禄
期
の
歌
舞
伎
は
原
初
の
形
態
で
あ
る
舞
踊
か
ら
、
戯
曲
へ

と
変
容
す
る
そ
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
劇
団
が
狂
言
作
者
を
一
履
い
入
れ
始

め
た
の
も
こ
の
頃
で
、
当
時
の
観
客
の
晴
好
を
そ
の
戯
曲
に
反
映
さ
せ
よ

う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

武
井
協
三
は
「
敵
役
の
発
生
は
、
『
続
き
狂
一
一
一
一
口
』
の
発
生
と
と
も
に
、

こ
の
時
期
、
歌
舞
伎
が
ド
ラ
マ
と
し
て
深
化
を
と
げ
る
こ
と
を
示
す
、
重

〈

4
)

要
事
項
と
言
え
よ
う
」
と
、
歌
舞
伎
が
戯
曲
性
を
確
立
す
る
た
め
に
は

「
敵
役
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
、
井
上
伸

子
が
こ
の
頃
の
敵
役
に
つ
い
て
「
立
役
を
引
き
立
て
る
だ
け
の
、
主
役
の

位
置
を
得
る
こ
と
の
な
い
、
単
純
な
惑
が
期
待
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず

欠fあり

(
中
略
)
個
性
的
な
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
た
て
て
魅
力
的
な
わ
け
で
も

(
5
)
 

な
か
っ
た
」
と
言
う
通
り
、
戯
曲
に
登
場
す
る
敵
役
の
在
り
方
は
そ
れ
ほ

ど
評
側
が
高
い
も
の
で
は
な
く
、
役
者
の
芸
か
ら
切
り
離
し
て
言
及
さ
れ

る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

ま
た
、
元
禄
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
「
勧
善
懲
悪
」
的
な
プ
ロ
ッ
ト
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
人
物
造
形
が
当
然
だ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
概
念
そ
の
も

の
に
は
言
及
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
登
場
人
物
の
善
悪
に
関
す
る
先

行
研
究
は
、
主
と
し
て
個
々
の
役
者
の
演
技
や
役
柄
の
発
達
等
に
そ
の
言

(
6
}
 

及
が
集
中
し
て
い
る
。

本
論
は
、
こ
う
し
た
元
禄
期
の
上
方
歌
舞
伎
の
物
語
を
記
し
た
絵
入
狂

言
本
の
う
ち
、
資
料
の
整
理
や
上
演
時
期
な
ど
の
考
証
が
最
も
進
ん
で
い

る
、
近
松
門
左
衛
門
が
作
者
と
さ
れ
る
、
図
表
①
に
示
し
た
絵
入
狂
言
本

三
O
作
品
を
対
象
に
、
そ
の
絵
入
狂
言
本
の
中
で
描
か
れ
る
勝
者
と
敗
者

の
人
物
造
形
の
在
り
方
を
整
理
し
、
そ
の
人
物
造
形
が
い
か
に
し
て
当
時

〈

7
)

の
観
客
に
訴
求
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

-2一一

克
一
禄
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
「
悪
人
」
の
人
物
造
形

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
元
禄
期
の
歌
舞
伎
は
似
通
っ
た
物
語

が
数
多
く
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
『
三
ヶ
ノ
津
浅
間
獄
ニ
の
替
芸
品
定
』
(
享

保
十
六
年
刊
)
で
は
当
時
の
御
家
騒
動
の
仕
組
に
つ
い
て
「
傾
城
支
い
の

若
殿
は
勘
当
せ
ら
れ
、
国
に
は
継
母
と
悪
家
老
が
巧
み
で
、
一
簡
を
横
領

(
8
)
 

せ
ん
と
企
て
、
忠
臣
は
命
を
捨
て
、
若
殿
の
為
に
は
た
ら
く
仕
組
」
と
記

述
す
る
。

以
前
、
こ
う
し
た
「
継
母
」
や
「
惑
家
老
」
と
一
一
一
一
口
っ
た
「
悪
人
」
の
登



第三幕

;:j窓マバ日来

リwl/m級のh詰

高
岡
W

1
l
i
t
i
i
 

l
l
i
t
-
-

τ福
内
は
同
同
村
民
日
間
関
仁

一
文
絞
は
介
よ
一
友
会
ゆ

-2ヲ
一

一
文
殺
が
娘
の
愛
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
介
一

一

ぷ

夫

が

悔

、

本

帯

刀

を

切

る

一

一

乱

約

一

一
介
太
夫
、
相
手
が
だ
れ
か
に
気
付
か
ず
に
自
一

一

分

の

係

藤

松

を

切

る

一

一
今
川
が
父
の
敵
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
二
一

一

人

は

泣

く

泣

く

別

れ

る

一

一

文

絞

と

今

川

と

山

口

市

川

り

一

一
文
滋
、
傾
川
崎
、
さ
つ
ま
と
戯
れ
る
の
を
今
川
一

同
川
閥
閉
山
山
山
間
門
ハ
一

回
同
問
山
川
州
問
ハ
ハ
ハ
1111一

阿
川
川
川
川
直

一
「
山
品
目
L

」

及

び

「

正

時

ム

」

の

逃

じ

一

一

一

策

絡

の

総

見

一

一

一

策

略

(

本

一

社

の

だ

ま

し

討

ー

ら

)

一

一

一

一

竹

販

が

嫉

妬

の

余

り

奥

州

に

乗

り

移

る

一

一

一

文

殺

と

お

う

し

う

が

絡

み

あ

う

一

一
「
巾

bm」
及

び

「

正

要

」

の

逃

亡

一

一

策

絡

の

露

見

一

一

文

政

(

主

人

公

)

の

迫

政

一

一
策
略
(
介
太
夫
の
変
装
と
帯
刀
の
捻
一
行
)
一

一

一

鴨

川

絡

の

箆

比

一

一

一

策

略

(

に

せ

の

子

紙

)

一

司

筋

1
1
i
l
l
1
1
1
1
l
i
i
H
ハハハハハト!一

川
山
道
一
介
太
夫
は
娘
今
川
と
取
の
間
の
料
金
を
撚
た
す
。
一
一

「v殺

人

」

の

一

分

娩

す

る

場

桁

「

加

地

人

」

の

念

場

し

な

い

初

日

向
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第二幕

ニl翠湯底的感内さる大名のド厳重立

第一義芸

術氷刑吉1¥釘1IHlliiJ 

」

場
と
不
在
が
、
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
っ
か
に
つ
い
て
調
査
を
し

た
。
そ
の
際
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
悪
人
の
登
場
す
る
場
面

は
御
家
騒
動
に
関
連
を
持
ち
、
そ
の
場
面
と
場
面
の
間
に
特
定
の
連
続
性

が
見
ら
れ
る
点
で
あ
っ
た
。
一
方
、
悪
人
が
登
場
し
な
い
場
面
に
つ
い
て

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
登
場
人
物
問
の
恋
愛
を
描
写
す
る
場
面
と
な
っ
て
お

り
、
濡
れ
場
や
口
説
が
御
家
騒
動
に
関
連
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
進
行
を
停
止

す
る
形
で
細
か
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
(
図
表
②
参
照
)
。

言
い
換
え
れ
ば
、
元
禄
歌
舞
伎
の
物
語
は
場
面
間
に
連
続
性
を
持
つ
御

家
騒
動
に
関
連
す
る
場
面
と
一
つ
一
つ
の
場
面
に
連
続
性
を
持
た
な
い
登

場
人
物
の
色
恋
を
描
く
場
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連

続
性
を
持
つ
御
家
騒
動
の
場
面
の
ほ
と
ん
ど
に
悪
人
が
登
場
す
る
こ
と
か

ら
、
先
ほ
ど
の
武
井
の
引
用
に
あ
っ
た
通
り
、
歌
舞
伎
の
「
ド
ラ
マ
と
し

て
の
深
化
」
と
「
敵
役
の
発
生
」
は
強
い
関
係
性
を
持
っ
た
と
考
察
し
た
。

ま
た
、
こ
の
研
究
で
は
御
家
騒
動
に
関
連
す
る
場
面
に
は
以
下
の
よ
う

な
シ

i
ク
エ
ン
ス
構
造
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

①
策
略

i
②
策
略
の
露
見
↓
③
乱
闘
lv
④
主
人
公
の
係
累
の
逃
亡
(
御

家
の
瓦
解
)
↓
⑤
恋
人
の
死
(
御
家
の
復
興
)

以
下
で
は
、
こ
の
「
御
家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
」
か
ら
元
禄
歌
舞
伎

の
代
表
的
な
作
品
と
さ
れ
る
「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
を
例
に
、
こ
れ
ら
の

場
面
に
見
ら
れ
る
「
悪
人
」
の
在
り
方
を
見
て
行
き
た
い
。

「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
人
公
と

の
関
連
性
を
元
に
そ
の
相
関
関
係
を
図
表
③
に
ま
と
め
た
。
上
の
図
表
は

こ
こ
で
主
人
公
と
敵
対
関
係
に
あ
る
笠
場
人
物
で
あ
る
梅
永
帯
刀
と
そ
の

家
臣
い
ぬ
い
介
大
夫
が
登
場
す
る
場
面
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
策
略
と
②
策
略
の
露
見
に
つ
い
て
。
悪
人
は
御
家
の
横
領
を
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目
的
と
し
て
主
人
公
や
そ
の
忠
臣
を
陥
れ
よ
う
と
、
何
ら
か
の
策
略
、
評

判
記
の
言
葉
で
い
う
「
ち
り
や
く
(
智
略
)
」
を
廻
ら
せ
、
そ
し
て
そ
う

し
た
恋
人
に
よ
る
「
智
略
」
は
通
常
主
人
公
の
忠
臣
に
よ
っ
て
見
破
ら
れ

プ
Q

。『
け
い
せ
い
仏
の
原
』
で
は
、
図
の
中
に
記
載
し
た
と
お
り
「
恋
人
」

に
よ
っ
て
三
国
策
略
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
都
度
忠
臣
に
そ
の
策
略
が
見
破

ら
れ
て
い
る
。
一
度
目
が
主
人
公
の
許
嫁
へ
の
偽
の
去
り
状
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
許
嫁
の
家
臣
と
主
人
公
の
実
家
の
家
老
が
仲
た
が
い
を
す
る
。

二
度
目
が
、
悪
人
の
一
人
が
変
装
し
て
主
人
公
に
借
金
の
返
済
を
迫
り
、

こ
れ
を
別
の
悪
人
が
主
人
公
の
父
親
に
識
苦
悶
す
る
。
こ
れ
が
主
人
公
の
御

家
追
放
の
誼
銭
的
な
原
因
と
な
る
。
三
度
目
の
策
略
は
、
悪
人
が
主
人
公

の
父
親
を
だ
ま
し
討
ち
に
し
て
、
そ
の
上
で
主
人
公
の
許
嫁
と
結
婚
し
て

御
家
を
横
領
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
恋
人
が
御
家
横
領

を
謀
る
際
、
そ
の
企
て
は
手
紙
に
よ
る
離
間
や
変
装
等
で
主
人
公
と
そ
の

係
累
を
だ
ま
す
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
図
表
④
は
対
象
と
し
た
三

O
作
品
で

恋
人
が
御
家
横
領
の
為
に
行
う
策
略
の
種
類
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
夜
陰
に
乗
じ
て
主
人
公
の
暗
殺
や
外
部
の
勢
力
と
結
ん
で
御

家
を
侵
略
す
る
等
の
直
接
的
な
方
法
は
と
ら
れ
ず
、
悪
人
は
彼
ら
自
身
の

智
略
を
使
っ
て
御
家
横
領
を
企
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
戦
闘
の
場
一
面
は
、
主
人
公
の
忠
臣
が
恋
人
に
よ
る
何
度
目
か
の
策

略
を
見
破
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
始
ま
る
。

『
け
い
せ
い
仏
の
原
』
で
は
悪
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
二
度
目
の
策
略

の
際
、
変
装
し
た
悪
人
い
ぬ
い
介
大
夫
を
不
審
に
思
っ
た
、
主
人
公
の
実

家
梅
永
家
の
家
老
で
あ
る
望
月
八
郎
左
衛
門
が
そ
の
変
装
を
見
破
る
こ
と

か
ら
戦
闘
が
始
ま
る
。
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八
郎
左
衛
門
み
て
「
是
、
玄
蕃
こ
な
た
は
一
角
と
い
ふ
子
が
あ
る
と

開
い
た
が
、
そ
の
子
の
顔
を
見
知
っ
て
か
」
玄
審
開
き
「
人
と
し
て

我
子
の
顔
を
知
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
か
」
と
笑
ふ
。
「
こ
れ
は

尤
も
じ
ゃ
が
、
し
て
主
君
竹
姫
の
お
顔
を
見
知
っ
て
か
」
「
ま
だ
た

わ
け
を
つ
く
す
。
主
の
顔
を
知
ら
ぬ
家
老
が
あ
る
か
」
と
い
ふ
。
八

郎
左
衛
門
お
か
し
が
り
「
ゃ
い
、
玄
蕃
の
誠
の
子
一
角
は
こ
こ
に
い

る
。
主
君
竹
姫
様
は
こ
れ
じ
ゃ
」
と
言
え
ば
、
「
部
は
た
ば
か
ら
れ
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し
」
と
腹
を
立
て
「
某
は
玄
蕃
で
は
な
い
。
い
ぬ
い
介
太
夫
と
い
ふ

も
の
。
帯
万
殿
に
た
の
ま
れ
た
。
」
と
切
っ
て
か
か
る
を
帯
刀
下
知

を
な
し
、
入
り
乱
れ
て
戦
い
し
が
、
八
郎
左
衛
門
に
切
り
た
て
ら
れ

皆
城
内
に
逃
げ
入
り
た
り
。
一
角
追
っ
か
け
ん
と
は
や
る
を
八
郎
左

衛
門
と
ど
め
て
、
竹
姫
の
御
供
し
屋
敷
へ
こ
そ
は
か
へ
り
け
り

0

2
け
い
せ
い
仏
の
原
』
)

こ
こ
で
は
文
蔵
の
弟
帯
刀
が
御
家
横
領
を
目
論
み
、
介
太
夫
に
許
嫁
の

実
家
の
家
老
藤
わ
き
玄
蕃
に
扮
装
さ
せ
て
文
蔵
に
借
金
を
払
う
よ
う
求
め

る
場
面
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
場
に
は
た
ま
た
ま
許
嫁
の
竹
娘
と
玄
蕃

の
息
子
で
あ
る
一
角
が
居
合
わ
せ
て
お
り
、
引
用
部
で
は
八
郎
左
衛
門
が

玄
蕃
に
扮
装
す
る
介
太
夫
と
竹
姫
・
一
角
を
引
き
合
わ
せ
て
介
太
夫
の
扮

装
を
見
破
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

悪
人
の
策
略
を
見
破
る
在
り
方
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合

も
忠
臣
が
見
破
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

御
家
横
領
を
謀
る
悪
人
は
忠
臣
に
切
り
た
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
入

り
乱
れ
て
戦
い
し
が
、
八
郎
左
衛
門
に
切
り
た
て
ら
れ
皆
域
内
に
逃
げ
入

り
た
り
」
と
い
う
表
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
基
本
的
に
こ
う
し
た
乱
関
の

場
面
は
忠
臣
の
強
さ
を
強
認
す
る
描
写
が
多
い
。
悪
人
は
手
下
を
呼
ぶ
が

忠
臣
は
二
・
三
人
で
こ
れ
に
対
時
し
戦
関
に
勝
利
す
る
。
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彦
六
は
心
安
し
と
大
太
万
振
っ
て
、
大
勢
を
ま
く
り
た
て
、
蜘
妹
手

加
久
縄
十
文
字
、
切
立
切
立
侍
ど
も
が
く
び
切
り
飛
ば
し
、
残
り
し

や
っ
ぱ
ら
追
っ
払
い
、
心
静
か
に
立
ち
退
き
し
は
、
あ
っ
ぱ
れ
武
土

の
鑑
な
り
(
『
け
い
せ
い
壬
生
の
大
念
仏
』
)

こ
れ
は
別
の
作
品
の
例
で
あ
る
が
、
同
引
用
に
お
い
て
忠
臣
三
宅
彦
六

の
活
躍
に
つ
い
て
「
あ
っ
ぱ
れ
武
士
の
鑑
な
り
」
と
あ
る
通
り
、
通
常
、

特
定
の
「
忠
臣
」
の
活
躍
に
よ
り
乱
翻
に
勝
利
す
る
織
が
描
か
れ
る
。

こ
れ
は
他
の
作
品
で
も
同
様
で
御
家
騒
動
を
謀
る
悪
人
は
忠
臣
に
切
り

た
て
ら
れ
、
対
象
作
品
中
で
は
忠
臣
と
悪
人
と
の
一
騎
打
ち
の
場
面
や
忠

臣
よ
り
強
い
悪
人
と
い
う
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。



ま
た
、
先
の
「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
の
引
用
に
「
帯
万
下
知
を
な
し
、

入
り
乱
れ
て
戦
い
し
が
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
御
家
の

家
中
は
恋
人
の
側
に
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め
に
忠
臣
が
そ
の
場
面
で

は
恋
人
に
勝
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
場
を
退
く
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。

一
家
中
は
兵
ご
に
一
味
し
た
れ
ば
、
一
先
国
を
ひ
ら
き
か
さ
ね
て
本

望
を
と
げ
ん
と
、
皆
打
ち
つ
れ
立
退
き
給
ひ
け
る
(
「
け
い
せ
い
阿

波
の
な
る
と
ご

そ
ち
た
ち
は
手
お
ひ
ゐ
る
。
や
は
り
に
げ
ば
に
が
せ
。
皆
屋
敷
一
味

な
れ
ば
、
先
ず
此
所
は
立
ち
退
き
給
へ
と
人
々
い
さ
め
御
供
中
立
ち

退
き
け
る
(
「
壬
生
秋
の
念
仏
』
)

こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
二
家
中
は
兵
ご
(
悪
人
)
に
一
味
し
た
れ
ば
、
」

「
皆
屋
敷
一
味
な
れ
ば
、
」
と
い
う
表
記
に
克
ら
れ
る
通
り
、
多
勢
を
占
め

る
悲
人
の
一
味
に
対
し
主
人
公
や
そ
の
御
台
・
忠
臣
は
家
中
に
お
い
て
少

数
派
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
に
と
っ
て
多
勢
に
無
勢
の
状
態
で
あ
る
こ

と
が
、
劇
開
始
時
点
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

最
後
、
忠
人
は
主
に
忠
臣
に
討
た
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
御
家
騒
動
が
終

結
し
て
劇
は
大
国
円
を
迎
え
る
。

文
政
八
郎
左
衛
門
し
の
び
入
、
介
太
夫
と
戦
ふ
を
、
今
川
か
け
山
様

子
を
口
た
れ
ば
介
太
夫
は
っ
と
驚
き
「
む
こ
殿
口
し
口
い
で
一
思
事
を

し
た
」
と
嘆
く
。
か
か
〉
所
へ
、
帯
万
来
る
を
、
介
太
夫
た
ば
か
り

取
っ
て
ふ
せ
刺
し
殺
し
、
「
州
出
文
政
殿
、
某
を
切
給
え
」
と
い
へ
ば

「
親
の
敵
党
え
た
か
」
と
大
万
の
刀
背
口
て
打
真
似
し
、
「
さ
あ
敵
は

討
っ
た
」
と
{
一
一
お
う
し
う
は
、
竹
姫
一
角
、
も
ろ
と
も
来

り
、
皆
々
っ
き
せ
ぬ
縁
也
と
、
介
太
夫
へ
も
礼
儀
を
の
べ
、
二
度
お

さ
ま
る
梅
永
の
家
(
『
け
い
せ
い
仏
の
涼
』
)

こ
の
「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
で
は
栴
永
帯
刀
の
家
臣
で
あ
っ
た
い
ぬ
い

介
太
夫
が
、
そ
の
娘
今
川
と
主
人
公
文
蔵
と
恋
仲
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

て
帯
刀
を
殺
す
と
い
う
趣
向
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に

途
中
で
改
心
す
る
恋
人
は
、
今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
作
品
で
は
、
本
作

の
他
は
で
の
み
だ
が
池
新
寺
町
』
に
し
か
登
場
せ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ふ

れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。

こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
悪
人
の
登
場
す
る
場
面
を
総
合
す
る
と
、
以
下

の
事
が
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
恋
人
は
武
力
で
は
な
く
策
略
を
以
て
御
家
横
領
を
企
て
る
こ

と
。
次
に
御
家
の
主
人
公
・
忠
臣
以
外
の
物
が
全
て
恋
人
に
味
方
を
す
る

と
い
う
表
記
が
あ
る
事
か
ら
、
そ
の
戦
い
が
多
勢
に
無
勢
で
捕
か
れ
る
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
乱
闘
の
場
面
や
一
忠
人
が
討
た
れ
る
最
後
の
場
面
で
も
、

あ
っ
さ
り
と
忠
臣
な
ど
に
打
た
れ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ほ
ど
恋
人
は
強
く
な

い
こ
と
。
こ
れ
ら
の
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

一
方
、
評
判
記
は
こ
れ
ら
悪
人
を
演
じ
る
役
者
を
ど
う
一
汗
す
る
か
。

主
人
公
や
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
る
「
立
役
」
や
「
若
女
方
」
に
比
べ
て
惑

人
を
演
じ
る
「
敵
役
」
や
「
花
車
方
一
に
関
す
る
評
判
記
の
表
記
は
格
段

に
少
な
い
。
憎
ら
し
い
恋
人
ら
し
さ
を
表
す
「
に
く
げ
」
で
あ
る
様
を
ほ

め
る
表
記
が
あ
る
ほ
か
は
、
他
の
役
柄
と
同
様
に
個
々
の
演
技
に
つ
い
て
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の
言
及
が
過
半
を
占
め
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
表
記
を
子
細
に
見
る
と
悪

人
の
演
技
の
中
で
ど
う
い
っ
た
点
が
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
が
見

え
て
く
る
。

ま
ず
、
前
出
「
仏
の
原
』
で
梅
永
帯
万
、
い
ぬ
い
介
太
夫
を
演
じ
た
三

笠
城
右
衛
門
と
藤
川
武
左
衛
門
の
評
を
見
て
み
よ
う
。
や
は
り
「
仏
の

原
』
が
大
当
た
り
し
た
演
目
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
翌
年
元
禄
十
二

年
刊
行
の
「
役
者
口
三
味
線
』
に
は
敵
役
を
評
す
る
に
し
て
は
か
な
り
の

紙
面
を
二
人
の
評
に
割
い
て
い
る
。

わ
け
で
嘗
二
の
か
は
り
文
蔵
弟
帯
刀
に
な
っ
て
、
劫
太
夫
と
心
を
合

せ
、
二
千
石
の
そ
せ
う
の
ち
り
や
く
、
兄
の
ま
へ
に
て
助
太
夫
を
き

め
る
い
き
ほ
ひ
、
誠
ら
し
う
し
て
、
ど
こ
ゃ
ら
に
一
つ
の
や
う
成
所

を
、
し
て
見
せ
ら
る
〉
事
、
是
助
太
夫
と
ち
り
ゃ
く
じ
ゃ
と
、
い
は

ず
に
見
物
に
少
し
づ
〉
の
思
ひ
入
に
て
、
の
み
こ
ま
さ
る
〉
所
、
よ

く
よ
く
こ
な
れ
給
は
ず
ば
、
あ
れ
程
に
は
参
る
ま
い
(
『
役
者
口
三

味
線
』
三
笠
城
右
衛
門
の
条
)

ま
ず
、
三
笠
城
右
衛
門
の
評
に
あ
る
「
ち
り
や
く
」
と
い
う
言
葉
に
注

目
し
た
い
。
前
項
で
見
て
き
た
御
家
横
領
を
目
的
と
し
た
悪
人
の
企
て

は
、
「
ち
り
や
く
(
智
略
)
」
と
い
う
言
葉
で
評
判
記
に
登
場
す
る
。
以
下

は
、
悪
人
が
劇
内
で
行
う
「
智
略
」
に
関
す
る
評
判
記
の
言
及
を
評
判
記

の
発
行
年
の
古
い
頗
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。

①
今
ど
き
は
し
ぐ
み
に
よ
っ
て
、
悪
人
が
た
も
や
っ
し
事
を
す
る
程

に
な
く
て
は
上
手
と
は
申
さ
ぬ
ぞ
(
「
役
者
口
三
味
線
』
、
小
野
山

宇
治
右
衛
門
の
条
)

②
ち
り
や
く
に
み
か
ど
と
成
、
花
ぞ
の
に
ほ
れ
し
と
そ
ば
へ
よ
り
、

御
り
ん
し
を
取
る
思
ひ
入
よ
し
(
「
役
者
談
合
衝
』
(
元
禄
十
三
年

刊
)
、
松
永
六
部
右
衛
門
の
条
)

③
ゃ
っ
し
を
か
ね
て
の
悪
、
悪
を
こ
め
て
の
ぬ
れ
、
目
づ
か
い
思

入
み
ぶ
り
立
ふ
る
ま
い
、
さ
り
と
は
御
功
者
ほ
ど
あ
り
て
お
も

し
ろ
し
(
『
役
者
二
挺
三
味
線
』
(
元
禄
十
五
年
刊
)
藤
川
武
左

衛
門
の
条
)

④
二
の
替
は
似
せ
民
閣
、
寅
名
ぬ
い
の
丞
に
な
ら
れ
、
か
つ
姫
を
た

ば
か
り
む
こ
と
な
ら
れ
姫
た
は
ふ
れ
に
、
う
た
か
は
し
き
認
の
端

を
関
て
、
き
み
わ
る
が
ら
る
〉
忠
入
よ
し
(
「
役
者
二
挺
三
味
線
』

三
笠
城
右
衛
門
の
条
)

⑤
城
右
衛
門
殿
は
、
宮
風
の
や
っ
し
悪
人
方
と
い
ふ
も
の
也
。
此

人
は
古
風
め
き
た
る
所
は
あ
れ
共
、
侍
ら
し
く
寅
悪
の
方
大
き

に
よ
し
(
『
役
者
一
挺
鼓
』
(
元
禄
十
五
年
刊
)
藤
川
武
左
衛
門

の
条
)
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前
出
の
図
表
④
に
あ
る
よ
う
に
悪
人
に
行
わ
れ
る
策
略
の
中
で
最
も
多

く
見
ら
れ
る
方
法
が
変
装
で
あ
っ
た
。

評
判
記
も
こ
う
し
た
変
装
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
引
用

部
①
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
敵
役
」
を
演
じ
る
役
者
に
と
っ
て
「
ゃ
っ
し

事
」
を
演
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

引
用
部
③
に
お
い
て
藤
川
武
左
衛
門
を
ほ
め
る
際
に
「
ゃ
っ
し
を
か
ね
て

の
惑
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
③
に
お
い
て
三
笠
城
右

衛
門
を
「
蛍
風
の
や
っ
し
恋
人
方
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
劇
中



の
変
装
と
い
う
こ
と
が
こ
の
頃
の
敵
役
に
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
引
用
部
②
に
「
ち
り
や
く
に
み
か
ど
と
成
」
と
あ
る
よ
う
に

変
装
す
る
こ
と
が
御
家
横
領
を
す
る
た
め
の
「
智
略
」
の
一
環
で
あ
っ
た

こ
と
が
評
判
記
の
作
者
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変
装
で
最
も
有
名
な
例
は
御
家
を
追
い
出
さ
れ
た
主
人
公
が

馴
染
み
の
遊
女
に
紙
子
姿
で
会
い
に
行
く
「
濡
れ
の
や
っ
し
」
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
ら
悪
人
が
御
家
を
横
領
す
る
目
的
で
行
う
「
ゃ
っ
し
」
は
、
こ

れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

次
に
「
仏
の
原
』
で
悪
人
介
太
夫
を
演
じ
た
藤
川
武
左
衛
門
の
一
汗
を
見

て
み
よ
う
。

こ
と
に
仰
の
原
の
狂
言
に
、
し
ら
が
か
づ
ら
を
か
け
て
、
助
太
夫
と

い
ふ
ら
う
に
ん
、
子
を
思
ふ
心
の
や
み
に
ま
よ
ひ
悪
道
に
く
み
し
、

老
人
の
敵
が
た
よ
う
し
め
さ
る
〉
、
四
ば
ん
め
の
つ
め
に
、
善
心
へ

立
か
へ
り
、
因
果
の
道
理
を
わ
き
ま
へ
、
と
く
し
ん
せ
ら
る
〉
所
、

大
て
い
の
敵
役
の
な
ら
ぬ
所
(
『
役
者
口
三
味
線
』
藤
川
武
左
衛
門

の
条
)

実
際
に
物
語
中
悪
人
が
改
心
す
る
作
品
は
今
回
対
象
と
し
た
三

O
作
品

の
う
ち
二
作
品
し
か
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
、
悪
人
を
演

じ
る
役
者
に
は
『
け
い
せ
い
仏
の
原
』
の
介
太
夫
の
よ
う
な
善
と
惑
の
両

方
の
部
分
を
持
つ
人
物
を
演
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
以
下
評

判
記
に
あ
る
記
述
を
敵
役
と
花
車
方
の
別
で
ま
と
め
た
。

敵
役

①
普
よ
り
恕
へ
う
つ
り
、
恋
心
か
へ
っ
て
善
人
と
成
は
、
敵
が
た
の

な
ら
ひ
、
ど
ち
む
き
に
も
あ
た
り
よ
き
を
、
此
道
の
名
人
と
す

(
「
役
者
談
合
街
』
小
野
山
宇
治
右
衛
門
の
条
)

②
去
年
中
は
、
望
月
八
郎
左
衛
門
に
一
悲
を
見
あ
ら
は
さ
れ
、
と
く
し

ん
を
す
る
か
と
忠
へ
ば
、
む
し
ば
ら
の
お
こ
る
や
う
に
、
又
恋
心

に
な
ら
れ
た
よ
し
承
る
(
『
役
者
談
合
街
』
藤
川
武
左
衛
門
の
条
)

↑
ノ
ー
さ
ヨ
一
一
寸
J

↓
山
市
弓
コ
j
h

③
古
代
く
は
し
ゃ
が
た
の
か
い
さ
ん
也
、
け
い
ぼ
事
も
う
わ
べ
う

つ
く
し
う
、
ま
わ
た
で
く
び
を
し
め
る
や
う
に
、
ま
ま
子
を
い

た
め
る
事
上
手
(
「
役
者
口
三
味
線
』
小
勘
太
郎
次
の
条
)

④
舞
拍
子
ご
と
能
、
き
っ
そ
う
に
う
は
に
し
て
、
内
心
の
お
そ
ろ

し
き
所
を
、
め
っ
き
に
て
見
物
へ
し
ら
さ
る
〉
、
わ
か
い
く
は

し
ゃ
が
た
の
随
一
(
『
役
者
談
合
街
』
玉
川
千
之
丞
の
条
)

⑤
常
二
の
替
り
、
ふ
た
村
長
者
の
後
室
妙
れ
ん
と
成
て
、
お
も
て

に
誠
を
つ
く
り
、
内
に
恋
心
こ
り
か
た
ま
っ
た
る
て
い
出
来
ま

し
た
。
是
外
面
似
(
ぽ
さ
つ
)
内
心
女
夜
叉
と
あ
る
。
経
も
ん

の
心
に
か
な
へ
り
(
『
役
者
略
語
状
』
(
元
禄
十
四
年
刊
)
小
勘

太
郎
次
の
条
)
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引
用
部
①
か
ら
は
、
長
口
と
悪
を
行
き
来
す
る
登
場
人
物
を
演
じ
る
こ
と

が
「
敵
が
た
の
な
ら
ひ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
此
道
の
名
人
」
と

な
る
に
は
、
長
口
と
惑
の
一
両
方
で
一
皆
(
の
高
い
演
技
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



ま
た
「
継
母
」
な
ど
女
の
恋
人
を
演
じ
る
「
花
車
方
」
の
役
者
の
一
討
を

見
て
も
、
「
う
わ
べ
う
つ
く
し
く
」
「
内
心
の
恐
ろ
し
き
所
を
、
め
っ
き
に

て
見
物
へ
し
ら
さ
る
〉
」
「
お
も
て
に
誠
を
つ
く
り
、
内
に
悪
心
こ
り
か

た
ま
っ
た
る
て
い
」
と
内
に
秘
め
た
恋
心
が
お
も
て
に
現
れ
な
い
悪
人
と

い
う
複
雑
な
演
技
が
求
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
善
人
の
よ
う
で
実
は
悪
人
で
あ
る
と
い
う
二

面
性
や
普
か
ら
慈
、
悪
か
ら
善
へ
の
変
化
を
演
じ
る
こ
と
が
当
時
悪
人
を

演
じ
た
役
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
悪
人
が
や
っ
し
事
、
つ
ま
り
舞
台
上
で
の
変
装
を
演
じ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
と
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
論
、
悪
人

は
「
敵
役
」
や
「
花
車
方
」
の
特
定
の
役
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た

た
め
、
い
く
ら
舞
台
上
で
変
装
し
た
と
し
て
も
観
客
の
白
か
ら
見
る
と
、

誰
が
悪
人
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
虚
構
の
中
に

あ
る
登
場
人
物
の
白
線
か
ら
言
え
ば
、
ど
の
人
物
が
悪
心
を
持
つ
か
は
外

見
か
ら
は
判
断
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

元
禄
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
そ
の
他
の
男
性
登
場
人
物

で
は
「
悪
人
」
と
し
て
登
場
す
る
他
の
男
性
登
場
人
物
の
在
り
方
は
ど

う
か
。図

表
⑤
は
、
前
出
の
悪
人
の
登
場
と
不
在
の
図
に
お
い
て
示
し
た
物
語

上
の
各
出
来
事
に
お
い
て
、
主
要
な
登
場
人
物
の
う
ち
ど
の
登
場
人
物
が

登
場
す
る
か
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

グ
レ
!
ス
ケ
ー
ル
で
示
し
た
個
所
は
恋
人
の
登
場
す
る
笛
所
で
あ
り
、

前
項
で
述
べ
た
通
り
悪
人
の
登
場
す
る
箇
所
は
主
と
し
て
御
家
騒
動
に
関

連
の
あ
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
忠
臣
の
登
場

が
、
悪
人
の
登
場
す
る
場
面
と
ほ
と
ん
ど

重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
幕
「
梅
永
別

部
館
前
」
の
冒
頭
で
悪
人
が
登
場
せ
ず
忠

臣
だ
け
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ

れ
も
悪
人
が
偽
の
手
紙
を
使
っ
て
許
嫁
と

主
人
公
の
仲
を
裂
こ
う
と
し
た
結
果
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
御
家
騒
動
に
m
関
連

す
る
場
面
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ

λ
ノ
。

も
う
一
点
注
目
を
し
た
い
の
は
、
主
人

公
の
登
場
の
場
面
で
あ
る
。
図
表
⑤
に
見

ら
れ
る
通
り
「
さ
る
大
名
の
下
屋
敷
」
の

前
半
と
「
三
菌
揚
屋
柏
屋
内
」
に
お
い
て

悪
人
は
登
場
し
な
い
。
前
者
で
は
主
人
公

文
蔵
が
以
前
馴
染
ん
だ
遊
女
と
偶
然
の
再

会
を
喜
び
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
主
人

公
の
許
嫁
が
登
場
し
、
主
人
公
に
惰
気
す

る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
「
揚

屋
」
と
あ
る
よ
う
に
遊
郭
を
背
景
と
し
た

場
面
で
あ
り
、
こ
こ
で
文
蔵
は
今
の
馴
染

み
の
遊
女
と
再
会
し
て
痴
話
喧
嘩
等
を
繰

り
広
げ
る
。
こ
う
し
た
廓
を
背
景
と
し
た

主
人
公
と
附
馴
染
み
の
遊
女
と
の
口
説
や
濡

図表⑤『けいせい仏の原』における人物の登場
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(
日
)

れ
事
が
観
客
に
受
け
た
こ
と
は
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
で
は
、
例
え
ば
「
栴
永
刑
部
館
門
前
」
と
「
介

太
夫
屋
敷
内
」
で
主
人
公
と
一
生
人
が
同
時
に
会
場
す
る
場
面
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
元
探
歌
舞
伎
で
は
比
較
的
例
外
で
あ
る
ら
し
い
。
例
え
ば
、
「
仏

母
摩
耶
山
間
帳
』
や
「
水
木
辰
之
助
銭
振
舞
」
で
は
、
思
人
と
主
人
公
の

笠
場
す
る
場
面
に
重
な
り
が
な
ノ
¥
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
恋
人
が
登
場

す
る
場
面
に
お
い
て
主
人
公
の
笠
場
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
こ
う
し

た
点
か
ら
考
え
る
と
御
家
騒
動
に
閉
山
一
す
る
場
面
と
主
人
公
が
笠
場
す
る

場
面
は
明
確
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

話
を
主
人
公
と
そ
の
忠
臣
に
一
民
す
と
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
と
恕
人
の

人
物
造
形
の
差
異
は
、
観
客
へ
の
訴
求
を
考
え
た
場
合
重
要
な
事
柄
で
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
忠
臣
・
主
人
公
の
人
物
像
に
つ
い
て
、

狂
言
本
と
評
判
記
の
表
記
を
元
に
ま
と
め
た
い
。

忠
臣
が
悪
人
の
策
略
を
暴
く
役
回
り
を
す
る
こ
と
は
以
前
見
た
通
り
で

あ
る
。
ま
た
、
戦
闘
時
は
多
勢
に
無
勢
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恋

人
は
忠
臣
の
活
躍
に
よ
り
追
い
払
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
忠
臣
は
基
本
的
に
文
武
両
道
の
人
物
と

し
て
捕
か
れ
お
り
、
立
役
・
若
衆
方
の
い
ず
れ
の
役
者
が
こ
れ
を
演
じ
る

か
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
造
形
に
多
少
の
速
い
が
生
じ
る
も
の
の
、
基
本
的

に
は
惑
人
と
同
時
に
笠
場
し
、
御
家
騒
動
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
演
じ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
御
家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
」
を
維
持
す
る
こ

と
が
忠
臣
が
持
つ
主
要
な
物
語
上
の
機
能
で
あ
り
、
そ
の
人
物
造
形
も
こ

う
し
た
機
能
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
評
判
記
は
忠
臣
を
演
じ
る
役
者
を
ど
う
評
し
て
い
る
か
。

以
下
は
、
「
仏
の
原
」
で
家
老
望
月
八
郎
左
衛
門
を
演
じ
た
柴
崎
左
衛

門
と
『
け
い
せ
い
壬
生
の
大
念
仏
』

郎
の
許
で
あ
る
。

で
三
宅
彦
六
を
演
じ
た
中
村
山
部
五

口
上
身
ふ
り
忠
慮
分
別
(
中
略
)
文
武
両
道
に
た
っ
せ
し
ゅ
う
し

と
は
、
ふ
る
か
ね
か
い
が
み
て
も
ね
う
ち
を
す
る
也
。
(
中
略
)
武

道
一
通
り
に
て
、
家
老
職
望
月
八
郎
左
衛
門
が
よ
く
あ
た
り
ま
し

た
、
ゃ
っ
し
ぬ
れ
ご
と
は
、
太
夫
本
坂
田
氏
の
ゑ
も
の
な
れ
ば
、

此
か
た
へ
ゆ
ず
り
。
此
人
は
た
Y

武
道
で
あ
て
ら
る
れ
ば
、
他
に

申
し
分
は
ご
ざ
ら
ん
(
『
役
者
口
三
味
線
』
柴
崎
林
左
衛
門
の
条
)

武
道
の
い
き
ご
み
、
身
ぶ
り
物
ご
し
其
ま
ま
に
う
つ
さ
れ
(
「
役
者

二
挺
三
味
線
』
中
村
四
郎
五
郎
の
条
)
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主
人
の
た
め
に
禿
を
こ
ろ
し
て
か
ね
を
と
ら
る
〉
所
(
中
略
)
拐
女

房
に
あ
ふ
て
(
殺
し
た
禿
が
)
我
子
と
間
て
の
う
れ
い
大
き
に
よ
し
。

(
中
略
)
金
せ
ん
ぎ
の
時
、
民
帰
に
踏
ま
れ
て
、
娘
の
事
を
言
ひ
出

し
給
ふ
う
れ
い
の
う
つ
り
、
道
し
ば
が
じ
が
い
を
と
め
ら
る
〉
詞

に
、
一
死
な
ふ
な
ら
ば
私
な
れ
共
、
ま
だ
此
上
に
い
か
ゃ
う
の
恥
辱

を
取
て
も
、
今
一
度
民
嫡
殿
を
代
に
だ
さ
ん
と
の
一
一
一
一
一
向
、
耳
に
徹

し
て
尤
も
に
存
る
(
向
中
村
四
郎
五
郎
の
条
)

ま
ず
、
第
一
の
引
用
部
に
「
思
慮
分
別
」
「
文
武
両
道
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉

が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
は
狂
言
本
の
表
記
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
柴
崎
林
左
衛
門
の
評
に
「
こ
の
人
は
た
だ
武
道
で
あ
て
ら
る
れ

ば
、
他
に
申
し
分
は
ご
ざ
ら
ん
」
と
武
道
事
を
ほ
め
る
表
記
が
あ
り
、
同



様
の
表
記
は
中
村
四
郎
五
郎
の
評
に
も
見
ら
れ
、
忠
臣
を
演
じ
る
立
役
の

評
に
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、
『
け
い
せ
い
壬
生
の
大
念
仏
』
で
誤
っ
て
わ
が
子
を
殺
害
し
て

し
ま
う
忠
臣
三
宅
彦
六
を
演
じ
た
中
村
四
郎
五
郎
の
評
に
は
、
そ
の
嘆
き

悲
し
む
さ
ま
を
「
う
れ
い
大
き
に
よ
し
」
と
ほ
め
る
記
述
が
あ
る
。
こ
の

他
の
作
品
で
は
『
け
い
せ
い
富
士
見
る
屯
一
』
や
「
傾
城
金
龍
構
』
に
、
主

君
の
為
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
忠
誌
が
登
場
す
る
が
、
例
え
ば
、
引
用
部

に
あ
る
よ
う
に
「
此
上
に
い
か
ゃ
う
の
恥
辱
を
取
っ
て
も
、
今
一
度
(
主

人
公
の
)
民
禰
を
代
に
だ
さ
ん
と
の
一
言
、
耳
に
徹
し
て
尤
も
」
と
い
う

よ
う
に
、
忠
臣
を
演
じ
る
立
役
の
一
許
に
は
武
道
事
、
だ
け
で
は
な
く
「
う
れ

い
」
や
「
義
理
」
と
い
っ
た
実
事
を
評
価
す
る
言
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。

一
方
、
若
衆
方
の
表
記
は
概
し
て
「
き
り
や
う
(
川
市
量
)
」
に
関
す
る

一
一
一
一
口
及
が
多
い
。

第
一
長
口
上
さ
つ
は
り
と
、
け
つ
ま
ず
き
な
く
、
こ
と
に
こ
な
れ
た

げ
い
で
ご
ざ
る
。
大
坂
よ
り
お
か
へ
り
な
さ
れ
て
、
お
か
ほ
に
お
つ

や
も
出
ま
し
て
、
御
き
り
ゃ
う
よ
ほ
ど
し
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
(
『
役

者
口
三
味
線
』
村
上
竹
之
丞
の
条
)

御
き
り
や
う
も
よ
ほ
ど
ょ
う
ご
ざ
る
。
は
じ
め
て
に
は
、
げ
い
も
大

か
た
に
な
さ
る
る
。
(
『
役
者
口
三
味
線
』
花
崎
大
十
郎
の
条
)

万
事
利
発
に
よ
く
さ
ば
く
ゆ
へ
に
、
お
の
ず
か
ら
御
出
入
の
物
迄

も
、
御
家
老
御
家
老
と
も
て
は
や
す
、
大
粋
の
若
衆
あ
り
(
「
役
者

二
挺
三
味
線
』
小
野
川
宇
源
次
の
条
)

合
二
の
替
り
に
家
老
新
太
郎
と
成
っ
て
、
民
弥
や
し
き
へ
使
者
に
来

ら
れ
、
手
か
け
お
み
つ
綱
よ
り
お
り
る
を
見
付
ら
る
る
限
の
働
き
、

身
の
取
り
回
し
ど
う
も
い
は
れ
ぬ
(
向
小
野
川
宇
源
次
の
条
)

第
一
そ
ち
は
口
跡
が
よ
く
ば
よ
か
ら
ふ
に
、
今
少
し
か
ひ
な
し
。
き

り
ゃ
う
の
分
は
誰
に
見
せ
て
も
、
は
ず
か
し
う
は
な
い
な
あ
(
『
役

者
二
挺
三
味
線
』
山
下
小
才
三
の
条
)

こ
こ
で
「
き
り
ゃ
う
よ
ほ
ど
し
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
」
「
御
き
り
や
う
も

よ
ほ
ど
ょ
う
ご
ざ
る
。
」
「
き
り
ゃ
う
の
分
は
誰
に
見
せ
て
も
、
は
ず
か
し

う
は
な
い
な
あ
」
と
若
衆
方
の
評
に
は
そ
の
容
色
に
関
す
る
も
の
が
多

く
、
演
技
に
関
す
る
論
評
が
立
役
に
比
べ
て
極
端
に
少
な
い
。

こ
の
頃
の
若
衆
方
の
第
一
人
者
と
一
一
一
口
っ
て
も
い
い
小
野
川
宇
源
治
は
、

「
け
い
せ
い
壬
生
の
大
念
仏
』
で
家
老
こ
ほ
り
新
太
郎
を
演
じ
る
。
宇
源

治
は
こ
の
作
品
の
終
幕
部
に
お
い
て
百
姓
に
扮
装
し
て
船
で
逃
亡
を
図
る

悪
人
の
正
体
を
暴
き
、
こ
の
二
人
を
一
人
で
倒
す
と
言
う
重
要
な
役
回
り

を
演
じ
る
が
、
評
判
記
は
こ
の
宇
源
治
の
演
技
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い

〉、、、ハ
V

f
e
し立

役
が
演
じ
る
忠
臣
と
の
も
う
一
つ
の
違
い
は
女
性
登
場
人
物
に
も
て

る
こ
と
だ
ろ
う
。
『
一
心
二
河
自
選
』
で
は
若
衆
の
演
じ
る
若
侍
を
見

て
、
腰
元
衆
が
は
や
し
立
て
る
と
言
う
場
面
が
あ
る
。
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然
る
所
へ
三
木
之
丞
よ
し
長
、
当
世
の
だ
て
若
衆
、
熊
谷
笠
に
大

小
さ
し
、
下
人
弥
太
郎
共
に
つ
れ
、
滝
の
下
を
通
ら
る
る
。
腰
元

共
同
疋
を
見
、
「
ょ
う
、
若
衆
様
、
見
事
見
事
、
お
笠
を
取
お
顔
が
み



た
い
。
」
と
口
々
に
い
へ
ば
、
弥
太
郎
は
し
う
ご
ざ
り
ま
せ

ぬ
。
笠
を
御
取
り
な
さ
れ
ま
せ
。
」
三
木
の
丞
笠
を
取
り
給
え
ば
、

腰
元
共
は
「
ょ
う
、
取
中
た
は
取
申
た
は
」
と
い
へ
は
(
『
一
心
二

汚
臼
道
』
)

こ
こ
に
登
場
す
る
三
木
之
よ
し
長
を
演
じ
る
役
者
は
役
人
替
名
に
よ
る

と
大
和
川
甚
之
介
と
い
う
若
衆
方
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
「
ょ
う
若
衆
さ

ま
、
見
事
見
事
。
お
笠
を
取
お
顔
が
み
た
い
」
と
一
一
一
一
口
う
腰
元
衆
の
台
詞
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
若
衆
方
は
容
姿
が
す
ぐ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

た
め
に
女
性
に
慕
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
主
人
公
の
忠
臣
は
御
家
騒
動
に

関
連
の
あ
る
場
面
に
笠
場
し
、
そ
の
物
語
中
の
行
為
の
多
く
は
恋
人
の
行

為
に
対
応
す
る
形
で
成
さ
れ
る
。
評
判
記
で
は
忠
臣
を
演
じ
る
役
者
の
役

柄
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
記
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
御
家
騒
動
に
関

連
す
る
場
面
に
つ
い
て
は
役
者
の
役
柄
の
違
い
が
そ
の
登
場
人
物
の
行
動

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
一
様
に
思
慮
分
別
の
備
わ
っ
た

文
武
両
道
の
人
物
と
し
て
儲
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
主
人
公
は
ど
う
か
。

前
掲
の
図
表
⑤
に
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
は
基
本
的
に
御
家
騒
動
に
関

連
の
あ
る
場
面
で
は
登
場
し
な
い
。

主
人
公
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
演
じ
る
役
者
自
体
が
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
演
じ
る
坂
田
藤
十
郎
、
大
和
屋
甚
兵
衛
ら

の
演
技
と
関
連
し
て
諮
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
演
技
は
「
ゃ
っ
し

事
、
ぬ
れ
事
、
口
説
事
が
演
じ
ら
れ
、
一
長
ぜ
り
ふ
や
才
ゴ
和
」
と
い
わ
れ

る
即
興
的
な
せ
り
ふ
を
お
り
ま
ぜ
る
話
芸
が
発
揮
さ
れ
、
和
事
芸
の
滑
稽

味
が
観
客
に
受
け
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

物
語
中
の
主
人
公
の
行
動
も
、
笑
い
や
女
性
の
登
場
人
物
と
の
交
歓
が

基
調
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
場
所
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
多
く
は
触
れ
な
い
が
、
例
え
ば
『
仏
の
原
』
で

は
、
第
一
幕
「
さ
る
大
名
の
下
屋
敷
」
の
場
面
の
宮
頭
に
お
い
て
屋
敷
を

追
い
出
さ
れ
た
文
蔵
が
「
紙
子
」
の
単
衣
を
ま
と
い
、
大
名
の
下
屋
敷
に

忍
び
込
み
、
腰
元
と
の
掛
け
合
い
の
中
で
鏡
餅
や
御
神
酒
を
盗
む
場
面

や
、
そ
の
後
突
然
現
れ
た
悪
人
か
ら
命
か
ら
が
ら
逃
れ
る
場
面
は
、
絵
入

狂
一
一
一
一
口
本
や
評
判
記
の
表
記
な
ど
か
ら
可
笑
味
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
主
人
公
が
登
場
す
る
場
面
で
は
、

第
一
幕
で
は
、
前
の
馴
染
み
の
遊
女
お
う
し
う
と
の
再
会
や
、
第
二
幕
で

は
廓
が
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
今
の
馴
染
み
の
遊
女
今
川
と
の
交
歓
が
描

か
れ
て
い
る
。

和
田
修
は
「
ど
れ
ほ
ど
家
が
乱
れ
、
下
様
の
身
に
な
っ
て
も
、
否
定
し

が
た
い
若
殿
と
し
て
の
高
潔
さ
を
持
つ
。
」
と
元
禄
歌
舞
伎
に
お
け
る
主

人
公
の
人
物
像
を
評
す
る
。
事
実
、
主
人
公
で
あ
る
大
名
の
息
子
を
演
じ

る
よ
う
な
役
者
の
一
評
判
記
の
表
記
に
は
「
大
名
め
く
」
「
お
う
よ
う
(
鷹

揚
)
」
と
い
う
表
記
が
自
に
つ
く
。
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馬
の
上
か
ら
訴
訟
人
へ
の
あ
い
さ
つ
、
い
か
に
も
大
名
の
惣
領
め
い

て
、
世
知
な
る
自
に
は
す
こ
し
ぬ
け
た
る
や
う
に
見
へ
侍
る
所
が
、

成
程
総
領
の
大
や
う
に
そ
た
ち
た
る
て
い
、
自
然
と
う
つ
り
申
す

(
「
役
者
口
三
味
線
』
坂
田
藤
十
郎
の
条
)

長
の
大
一
段
め
き
、

一
た
ん
お
ち
ぶ
れ
て
か
ら
の
一
綜
、
物
毎
こ
せ



っ
か
ず
し
て
、
ま
た
こ
せ
つ
く
所
を
も
し
ぜ
ん
と
そ
な
は
ら
せ
、

く
ぜ
つ
の
身
ぶ
り
も
誠
ら
し
く
、
う
は
つ
か
ぬ
所
は
、
ま
じ
り
な

し
の
御
上
手
整
也
(
『
役
者
談
合
衝
』
坂
田
藤
十
郎
の
条
)

掠
お
ち
ぶ
れ
て
か
ら
(
中
略
)
せ
か
ず
し
て
お
ち
つ
い
た
、
身
ぶ

り
、
あ
つ
は
れ
大
出
来
(
向
坂
田
藤
十
郎
の
条
)

素
紙
子
に
て
あ
げ
や
へ
来
ら
る
〉
さ
ま
、
姿
は
お
ち
ぶ
れ
て
見
ゆ
れ

共
、
さ
す
が
に
む
か
し
の
大
臣
そ
な
は
り
て
よ
し
。
次
に
頭
巾
小
袖

を
着
ら
れ
て
、
藤
校
に
あ
は
る
〉
所
、
む
か
し
の
紙
子
姿
は
な
く

て
、
の
っ
し
り
と
打
ち
つ
い
た
る
大
臣
、
即
座
に
そ
れ
そ
れ
に
う
つ

る
事
奇
妙
也
(
『
役
者
二
挺
三
味
線
』
坂
田
藤
十
郎
の
条
)

せ
ん
ぎ
せ
ら
る
る
所
大
や
う
に
し
て
大
名
め
き
て
よ
し
と
は
ほ
め
ら

る
へ
し
(
「
役
者
略
請
状
』
大
和
屋
甚
兵
衛
の
条
)

丸
一
政
巾
に
は
を
り
の
よ
こ
嶋
、
さ
な
が
ら
大
毘
ら
し
い
風
俗
よ
し

(
『
役
者
御
前
歌
舞
伎
』
(
元
禄
十
六
年
刊
)
大
和
屋
甚
兵
衛
の
条
)

主
人
公
を
演
じ
る
役
者
の
演
技
に
は
大
名
の
惣
領
息
子
ら
し
く
、
余
り

せ
こ
っ
か
ず
、
何
事
が
あ
ろ
う
と
も
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
た
様
が
好
ま

れ
た
ら
し
い
。
中
で
も
当
時
の
評
判
記
で
最
高
の
一
評
価
を
w

つ
け
て
い
た
坂

田
藤
十
郎
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
評
判
記
に
あ
る
「
世
知
な
る
自
に
は
す

こ
し
ぬ
け
た
る
や
う
に
晃
へ
侍
る
」
と
い
う
表
記
や
、
先
ほ
ど
見
た
可
笑

味
の
あ
る
演
技
か
ら
考
え
る
と
、
少
し
「
ぬ
け
た
」
人
物
、
言
い
換
え
れ

ば
子
供
の
よ
う
な
無
垢
な
人
物
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
、
山
下
半
左
衛
門
の
条
に
は
忠
臣
を
演
じ
る
時
と
主
人
公
を
演
じ

る
時
と
で
は
演
技
に
明
維
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

図
取
り
の
惣
領
と
な
ら
れ
て
は
、
そ
の
位
自
然
に
そ
な
は
り
、
勿
体

あ
っ
て
を
し
立
よ
く
、
物
い
ひ
行
跡
大
や
う
に
し
て
、
誠
に
良
将
共

い
ひ
つ
べ
き
質
を

h

つ
つ
し
、
家
老
と
な
っ
て
は
廉
直
仁
慈
の
徳
を
お

さ
め
、
暗
君
を
い
さ
め
、
ね
い
じ
ん
を
し
り
ぞ
け
義
を
た
て
道
を
お

も
ん
す
る
弊
を
似
せ
ら
る
る
に
、
さ
ら
に
似
せ
も
の
と
見
へ
ず

(
『
役
者
万
年
暦
」
(
元
禄
十
三
年
刊
)
山
下
半
左
衛
門
の
条
)

「
図
取
り
の
惣
領
」
を
演
じ
る
時
に
は
、
「
物
い
ひ
行
跡
大
ゃ
う
」
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
家
老
」
と
成
っ
て
は
「
義
を
た
て
道
を
お
も
ん
す

る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
忠
臣
を
演
じ
る
際
に
は
思
慮
分
別
の
あ
る
忠
義

の
土
を
演
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
従
来
、
元
禄
歌
舞
伎
の
主

人
公
像
は
坂
田
藤
十
郎
や
大
和
屋
甚
兵
衛
と
い
っ
た
役
者
の
演
技
と
関
連

付
け
ら
れ
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
表
記
に

見
ら
れ
る
通
り
誰
が
演
じ
る
か
や
個
々
の
演
自
の
内
容
に
関
係
な
く
、
主

人
公
に
は
あ
る
程
度
国
有
の
人
物
像
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
元
禄
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
基
本
的
に
主
人
公
の
恋
愛
は
劇
終
盤

に
お
い
て
必
ず
成
就
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
特
に
、
二
の
替

狂
言
と
し
て
上
演
さ
れ
る
傾
城
事
に
お
い
て
は
、
劇
終
盤
悪
人
が
討
た
れ

る
前
後
に
主
人
公
の
馴
染
み
の
遊
女
が
身
請
け
さ
れ
る
場
面
が
数
多
く
見

ら
れ
る
。

-13-



金
銀
の
山
を
築
か
せ
、
太
夫
ゐ
こ
く
造
り
手
の
ふ
じ
、
あ
げ
ま
き
も

請
け
出
し
、
皆
打
ち
つ
れ
て
帰
ら
る
〉
は
、
今
の
世
の
大
尽
也

(
「
仏
母
摩
耶
山
間
帳
』
)

揚
屋
一
家
は
悦
、
和
州
を
身
請
け
し
連
れ
帰
る
。

阿
波
の
鳴
門
に
身
は
し
ず
む
共
、
君
が
一
一
一
一
口
葉
を
た
が
へ
ぬ
ゆ
え
、
望

み
の
ま
〉
に
夫
婦
と
成
打
ち
つ
れ
帰
ら
る
〉

O

訳
よ
し
品
よ
し
心
中

よ
し
。
世
に
又
ま
れ
な
兄
弟
な
り
(
吋
け
い
せ
い
阿
波
の
な
る
と
ご

「
ま
こ
と
私
は
一
角
が
姉
い
わ
き
と
申
女
也
。
今
川
殿
を
請
け
出

し
、
お
ま
へ
に
会
は
せ
ん
其
た
め
」
と
い
へ
は
、
文
蔵
は
よ
ろ
こ
び

て
一
ま
ず
場
を
立
ち
去
り
給
ふ
(
『
つ
る
が
の
津
三
階
蔵
』
)

若
紫
と
三
座
衛
門
、
山
路
の
前
と
主
膳
子
に
手
を
と
り
、
相
知
耳
打
連

れ
め
で
た
う
屋
敷
や
入
給
ふ
い
せ
い
若
む
ら
さ
き
」
)

こ
う
し
た
表
現
が
な
く
て
も
、
例
え
ば
「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
「
士
口
祥

一
大
女
安
産
玉
」
で
は
、
劇
の
最
後
に
主
人
公
の
許
嫁
・
正
妻
が
、
主
人
公

と
愛
人
関
係
に
あ
る
者
と
共
に
笠
場
し
て
舞
を
舞
っ
て
終
わ
る
と
い
う
一
仮

出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
狂
言
本
の
押
絵
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
こ
に

見
て
き
た
引
用
部
を
含
め
て
考
え
る
と
、
全
て
の
劇
に
お
い
て
主
人
公
の

恋
す
る
遊
女
は
御
家
に
加
わ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
元
禄
以
前
か
ら
あ
っ
た
傾
城
買
い
狂
言
の
名
残
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
例
え
ば
こ
こ
に
引
用
し
た
「
仏
母
摩
耶
山
開
帳
』
で
は
、
主

人
公
の
領
地
の
呉
服
商
が
倍
以
に
正
体
を
現
し
、
主
人
公
の
馴
染
み
の
遊
女

を
'
身
誌
け
す
る
金
を
出
す
。
同
様
の
展
開
は
「
つ
る
が
の
津
三
階
蔵
』
に

も
見
ら
れ
る
。
基
本
的
に
主
人
公
の
恋
愛
は
成
就
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
点
が
最
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
け
い
せ
い
壬
生
の
大

念
仏
』
の
後
日
狂
言
で
あ
る
『
女
郎
来
迎
柱
』
の
主
人
公
民
亦
の
劇
最
終

盤
で
の
台
詞
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
正
事
主
で
あ
る
か
つ
姫
に
、
主

人
公
の
馴
染
み
の
遊
女
道
芝
へ
の
嫉
妬
を
捨
て
る
こ
と
を
宣
言
さ
せ
て
か

ら
主
人
公
民
弥
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
掠
恥
っ
か
し
ゃ
、
此
上
は
ふ
っ
つ
り
と
嫉
妬
口
{
}
ま
い
、
道

し
ば
殿
と
一
所
に
お
い
と
し
が
り
ま
せ
ふ
」
と
あ
れ
ば

「
す
れ
ば
心
が
晴
れ
た
か
。
今
よ
り
右
は
か
つ
姫
、
左
は
道
し
ば
を

置
て
、
其
中
に
ね
ま
せ
ふ
。
一
間
の
手
に
う
ま
い
物
持
っ
た
と
は
お
れ

が
事
じ
ゃ
。
悪
人
は
ほ
ろ
ぽ
す
。
屋
敷
へ
入
り
家
を
お
さ
め
ふ
」
と

皆
打
ち
つ
れ
て
ぞ
帰
ら
る
る
(
「
女
郎
来
迎
柱
』
)
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主
人
公
は
正
妻
と
愛
人
の
両
方
を
子
に
引
入
れ
て
、
「
今
よ
り
右
は
か
つ

版
、
左
は
道
し
ば
を
置
て
、
其
中
に
ね
ま
せ
ふ
。
両
の
手
に
う
ま
い
物

持
っ
た
と
は
お
れ
が
事
じ
ゃ
。
」
と
望
む
も
の
全
て
を
手
に
入
れ
た
後
、

恋
人
の
待
つ
御
家
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

白
方
勝
は
、
「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
の
梅
永
文
殺
や
こ
の
高
速
民
弥
を

(
日
)

し
て
「
色
好
み
の
英
雄
」
と
評
し
て
い
る
が
、
恋
人
の
策
略
を
暴
く
知
性

や
戦
闘
で
活
躍
す
る
よ
う
な
武
力
を
見
せ
な
い
こ
の
頃
の
歌
舞
伎
の
主
人

公
が
、
唯
一
他
の
登
場
人
物
に
勝
る
点
は
こ
の
「
色
好
み
」
で
あ
る
こ
と

の
み
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
も
の
と
忠
わ
れ
る
。



悪
人
が
制
さ
れ
、
御
家
騒
動
が
治
ま
る
こ
と
で
最
も
大
き
な
利
益
を
得

る
の
は
、
ふ
た
た
び
大
名
の
惣
領
の
立
場
に
収
ま
る
文
蔵
や
民
弥
と
言
っ

た
主
人
公
で
あ
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る

最
大
の
勝
者
が
最
後
に
手
に
入
れ
る
も
の
が
、
女
で
あ
る
と
い
う
点
に
こ

の
歌
舞
伎
が
当
時
の
観
客
に
訴
求
し
た
要
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
行
及
び
毘
時
代
の
悪
人
像
に
つ
い
て

で
は
、
こ
の
元
禄
歌
舞
伎
に
先
行
す
る
芸
能
や
他
の
地
域
で
上
演
さ
れ

た
向
時
代
の
歌
舞
伎
は
、
劇
中
の
恋
人
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
。
以
下

で
は
、
元
禄
期
の
歌
舞
伎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
金
平
浄
瑠
璃
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
京
都
の
歌
舞
伎
と
同
時
代
に

江
戸
で
上
演
さ
れ
て
い
た
歌
舞
伎
の
笠
場
人
物
を
見
て
行
く
こ
と
と
し
た

、。
B
U
 

金
平
浄
瑠
璃
と
は
万
治
か
ら
元
禄
に
か
け
て
東
西
で
流
行
し
た
浄
瑠
璃

で
源
頼
光
と
四
天
王
、
一
人
武
者
の
活
躍
を
背
景
に
四
天
王
一
人
武
者
の

子
供
達
を
虚
構
し
、
頼
光
の
弟
頼
信
や
そ
の
子
源
頼
義
を
守
護
し
て
彼
ら

が
活
躍
す
る
様
を
描
い
た
一
群
の
作
品
を
い
う
。
い
ず
れ
も
源
氏
の
天
下

を
揺
る
が
す
よ
う
な
叛
乱
が
お
こ
る
が
、
そ
れ
を
金
平
の
勇
、
武
綱
の
智

(
凶
)

に
よ
っ
て
鎮
圧
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

従
前
よ
り
、
金
平
浄
瑠
璃
に
見
ら
れ
る
「
善
悪
対
立
構
造
」
が
こ
れ
以

降
の
「
浄
瑠
矯
・
歌
舞
伎
共
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
と
の
対
立
を
基
本
と
し

(
初
)

た
物
一
訪
」
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
き
た
。
今
尾
哲
也
は
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
御
家
騒
動
的
な
構
成
が
そ
の
後
の
芸
能
に
お
い
て
普
遍
化
し
て
い

く
き
っ
か
け
と
し
て
「
金
平
浄
瑠
璃
に
お
け
る
天
下
纂
奪
を
狙
う
悪
人
に

よ
る
秩
序
の
素
乱
と
、
金
平
・
武
網
の
活
躍
に
よ
る
そ
の
回
復
と
い
う
構

(
引
)図

」
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

た
だ
、
恋
人
の
在
り
方
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
元
禄
期
の
京
都
歌
舞

伎
と
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
主
人
公
と
対
峠
す
る
の
は
「
時
の
権
力
者
に
対
す
る
謀
反
人
あ

(
刊
一
)

る
い
は
反
逆
者
」
で
あ
る
。

ぢ
こ
く
あ
ら
ば
、
ょ
を
く
つ
が
え
さ
ん
と
、
つ
ね
づ
ね
諸
大
名
に
な

れ
し
た
し
み
、
時
を
待
て
お
わ
せ
し
が
、
此
度
ま
ん
中
ふ
し
の
、
東

国
た
ち
の
る
す
、
日
疋
ぞ
ね
が
う
さ
い
わ
い
、
御
門
を
う
ら
み
申
さ
ん

と
、
日
比
い
ひ
あ
わ
せ
し
、
ざ
い
京
の
諸
侍
ま
ね
き
ょ
せ
、
つ
が
う

其
せ
い
三
千
よ
き
、
馬
物
の
ぐ
と
や
う
い
し
上
を
下
へ
と
か
へ
し
け

る
(
『
四
天
王
関
破
り
』
)
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こ
の
引
用
部
に
「
よ
を
く
つ
が
え
さ
ん
」
、
「
御
門
(
み
か
ど
)
を
う
ら

み
申
さ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
平
浄
瑠
璃
に
お
け
る
悪
人
は
、
日
出
家
転

覆
を
図
る
巨
惑
で
あ
り
、
こ
の
点
元
禄
期
の
京
都
歌
舞
伎
が
架
空
の
大
名

家
内
の
主
導
権
争
い
を
描
い
て
い
る
点
と
比
べ
る
と
規
模
が
大
き
く
違
う
。

ま
た
、
源
頼
光
の
伝
説
を
題
材
で
登
場
す
る
化
け
物
を
退
治
す
る
曲
も

見
ら
れ
、
そ
れ
が
題
に
反
映
さ
れ
て
い
る
曲
だ
け
で
も
「
う
じ
の
ひ
め
き

り
』
『
頼
光
蜘
妹
切
』
『
し
ゅ
て
ん
ど
う
し
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
を
総
合
す
る
と
、
金
平
浄
璃
璃
の
悪
人
は
初
め
か
ら
恋
人

と
わ
か
る
形
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
謀
反
人
に
し
て
も
「
む

ほ
ん
の
お
こ
せ
し
。
ほ
ん
ま
の
に
入
道
た
〉
む
ね
が
次
男
た
り
。
(
中
略
)

天
下
を
く
つ
か
へ
し
。
ち
〉
ほ
ん
ま
の
、
は
し
を
。
き
よ
め
。
此
ざ
ん
ね



ん
の
は
ら
さ
ん
と
。
一
な
ど
の
人
物
揃
写
が
な
さ
れ
、
そ
の
初
め
て
の
党

場
の
段
階
で
恋
人
と
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
悪
人
に
対
抗
す
る
人
物
は
「
き
ん
平
が
ぶ
た
う
の

程
、
又
竹
つ
な
が
ち
ほ
う
の
て
い
、
」
(
「
公
平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
ご
や

「
た
け
つ
な
が
。
け
い
り
や
く
。
き
ん
ひ
ら
が
。
ゆ
ふ
り
さ
ゆ
へ
。
一
(
『
よ

り
ち
か
二
ど
の
ぎ
や
く
し
ん
ご
と
繰
り
返
し
出
て
く
る
よ
う
に
、
坂
↓
出

金
平
の
超
人
的
な
力
と
渡
辺
武
綱
の
智
略
が
強
調
さ
れ
る
。

元
禄
期
の
上
方
歌
舞
伎
と
の
比
較
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
武
綱
の

智
略
で
あ
る
。

一
ま
ず
ら
く
し
ゃ
う
あ
ら
れ
、
か
た
き
に
一
た
ん
り
を
ゑ
さ
せ
、
重

ね
て
ち
り
や
く
を
も
っ
て
、
本
ぐ
あ
い
を
た
っ
す
へ
し
(
「
天
狗
羽

み
か
た
ふ
せ
い
に
也
候
へ
ば
、
力
な
く
、
何
ぞ
し
て
君
の
御
命
を
す

く
わ
ん
と
存
、
ち
り
や
く
を
め
ぐ
ら
し
、
ゃ
う
や
う
是
ま
で
、
お
ち

の
び
候
(
中
略
)
そ
う
し
て
い
く
さ
に
及
、
か
な
は
ぬ
時
は
、
敵
を

た
ば
か
り
、
み
を
ま
っ
と
う
し
て
、
を
ち
行
事
、
是
長
部
が
、
ぐ
ん(

お
)

ほ
う
の
お
く
ぎ
た
り
、
お
〉
し
ん
び
ゃ
う
し
ん
び
ゃ
う
と
ぞ
申
け
る

凶
天
王
北
国
大
合
戦
』
)

こ
の
引
用
部
に
「
重
ね
て
ち
り
や
く
を
も
っ
て
、
本
ぐ
あ
い
た
っ
す
へ

し
」
や
「
ち
り
や
く
を
め
ぐ
ら
し
、
ゃ
う
や
う
是
ま
で
、
お
ち
の
び
候
」

と
あ
る
よ
う
に
、
智
略
は
悪
人
を
倒
し
た
り
、
主
君
を
落
ち
延
び
さ
せ
る

と
い
う
目
的
の
為
に
、
善
側
の
笠
場
人
物
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

」
の
点
、
一
万
禄
歌
舞
伎
に
お
い
て
智
略
が
御
家
横
領
を
謀
る
恋
人
の
側
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
と
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
一
一
一
一
向
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

上
方
歌
舞
伎
と
同
様
に
金
平
浄
瑠
璃
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
江
戸

歌
舞
伎
の
悪
人
像
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。

ま
ず
、
元
禄
期
の
江
戸
の
歌
舞
伎
は
「
金
平
浄
摺
璃
、
説
経
浄
摺
璃
な

ど
の
古
浄
璃
摘
を
も
と
に
し
た
、
浪
漫
的
、
壮
大
な
国
家
転
覆
劇
が
中

(
β
)
 

心
一
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
基
本
的
に
王
代
物
が
多
く
見
ら
れ
、
恋
人
は

金
平
浄
瑠
璃
と
同
様
に
国
家
転
覆
を
図
る
一
恒
恐
で
あ
っ
た
。

「
ま
っ
す
ぐ
に
言
へ
、
褒
美
を
と
ら
せ
ん
」
と
あ
れ
ば
、
「
私
は
仁
木

入
道
に
た
の
ま
れ
、
此
用
水
か
い
一
十
し
、
是
よ
り
御
蔵
へ
通
ひ
道
を

掘
り
申
候
へ
て
、
雲
掃
の
太
万
を
盗
み
取
候
、
此
太
万
さ
へ
取
申
候

へ
ば
、
天
下
は
相
速
な
く
う
ば
い
取
と
候
、
ま
だ
ご
ざ
り
ま
す
、

又
、
あ
の
座
頭
も
協
え
物
、
あ
れ
は
赤
松
が
末
流
で
ご
ざ
り
、
偽
せ

(
川
)

盲
に
て
候
、
是
も
太
宰
様
、
掠
へ
事
に
て
御
座
候
」
(
「
参
会
名
護

屋
』
(
元
禄
十
年
上
演
)
)
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同
時
期
の
京
都
歌
舞
伎
と
同
様
に
御
家
騒
動
的
な
構
成
を
持
つ
も
の

(
孔
)

の
、
「
参
会
名
護
屋
』
は
足
利
幕
府
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
引
用
部
に
あ

る
通
り
、
恋
心
を
抱
い
た
正
親
町
太
宰
之
丞
が
宝
剣
「
雲
婦
の
太
万
」
を

奪
う
こ
と
で
天
下
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
意
図
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
引
用
部
に
臓
破
り
や
「
座
頭
も
掠
え
物
」
「
偽
せ
富
」
と
あ
る
よ

う
に
、
京
都
歌
舞
伎
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
陰
謀
め
い
た
企
み
が
散
見
さ

れ
る
が
、
役
者
の
演
技
の
型
な
ど
を
鑑
み
る
と
こ
う
し
た
智
略
の
応
酬
を



の
も
の
に
重
要
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
ず
、
江
戸
歌
舞
伎
の
場
合
、
立
役
も
敵
役
も
そ
の
演
技
の
基
礎
は

「
荒
事
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
荒
事
に
関
し
て
は
金
平
浄
摺
塙
の
影

(
H
V
u
)
 

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鳥
越
文
蔵
は
評
判
記
の
記
事
か
ら
敵
役
の
演
技
と
さ
れ
て
い
た
「
荒

(

川

口

)

事
」
を
立
役
の
芸
に
移
し
替
え
た
と
こ
ろ
に
団
十
郎
の
功
績
を
見
た
。
例

え
ば
、
元
禄
八
年
刊
行
の
一
役
者
大
鑑
』
は
以
下
の
よ
う
に
団
十
郎
の
演

技
を
評
す
。

此
人
立
役
三
分
か
た
き
ゃ
く
七
分
を
か
ね
た
る
仕
出
し
、
か
た
き
役

か
と
お
も
へ
ば
、
立
役
の
し
よ
さ
も
有
り
、
立
役
か
と
お
も
へ
は
敵

役
の
上
々
と
見
へ
て
、
そ
の
ほ
ま
れ
た
か
し
(
「
役
者
大
鑑
』
市
川

町
十
郎
の
条
)

間
十
郎
は
伺
評
判
記
に
よ
る
と
「
な
に
を
こ
な
さ
れ
て
も
あ
ぶ
な
げ
な

し
」
に
あ
る
よ
う
に
ど
の
よ
う
な
芸
も
そ
つ
な
く
こ
な
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
た
だ
「
取
わ
け
お
も
に
こ
な
さ
る
〉
本
、
け
い
、
荒
武
者
こ
と
を

よ
く
よ
く
し
こ
な
し
う
っ
さ
る
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
芸
の
主
体
は

従
来
、
敵
役
の
演
技
の
型
と
さ
れ
て
き
た
「
荒
武
者
事
」
に
あ
っ
た
と
い

う
。
つ
ま
り
元
禄
期
の
江
戸
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
主
人
公

も
悪
人
も
と
も
に
そ
の
人
物
造
形
が
「
稚
気
に
溢
れ
、
力
に
満
ち
溢
れ
た

{
H
)
 

勇
壮
活
発
な
」
演
技
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

京
で
荒
事
が
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
評

判
記
に
は
当
時
立
役
の
中
村
四
郎
五
郎
や
敵
役
小
野
山
宇
治
右
衛
門
、
藤

川
武
左
衛
門
の
評
に
は
共
に
を
得
意
と
し
た
と
い
う
表
記
が
見

ら
れ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
中
村
山
郎
五
郎
の
評
に
「
あ
ら
事
は
江
戸
時
に

は
あ
は
ず
、
都
の
荒
事
に
は
一
段
と
か
な
へ
り
」
(
「
役
者
二
挺
三
味
線
』
)

と
あ
る
よ
う
に
、
向
じ
荒
事
で
も
京
と
江
戸
で
は
そ
の
様
相
に
違
い
が

あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
江
戸
歌
舞
伎
の
登
場
人
物
の
場
合
、
善
悪
が
対
峠
す
る
場
面
に

お
い
て
人
間
を
超
え
た
存
在
が
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
「
参
会

名
護
屋
』
で
は
劇
の
最
後
の
場
面
で
死
ん
だ
は
ず
の
太
宰
之
丞
を
は
じ
め

と
す
る
惑
人
が
七
一
政
の
牛
と
共
に
「
雲
中
」
よ
り
「
我
は
楠
木
が
精
魂
、

{
お
)

三
郎
は
大
森
彦
七
が
障
碍
、
雲
掃
の
名
剣
を
取
ら
ん
と
て
来
た
り
け
り
」

と
言
い
な
が
ら
現
れ
る
と
、
そ
こ
へ
自
害
し
た
不
破
伴
左
衛
門
(
市
川
毘

十
郎
)
が
現
れ
、
「
ま
こ
と
は
我
、
伴
左
衛
門
に
あ
ら
ず
、
仏
法
守
護
の

鍾
埴
大
臣
、
王
土
安
全
の
た
め
、
仮
に
人
間
に
ま
じ
は
る
、
ま
こ
と
の
姿

(
お
)

克
よ
」
と
正
体
を
現
し
、
惑
人
ど
も
を
切
り
従
え
る
。
金
平
浄
溜
璃
で
は

敵
が
人
間
で
は
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
の
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
悪

人
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
に
対
抗
す
る
人
物
も
ま
た
超
人
と
し
て
現
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
神
霊
事
は
京
都
の
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
ま
れ
に
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
円
仏
母
摩
耶
山
開
帳
』
の
最
後
の
場
面
で
悪
人
が
空
か
ら
現
れ

た
大
蛇
に
絞
殺
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
他
の
超
自
然
的
存
在

の
登
場
は
基
本
的
に
幽
霊
事
で
、
主
に
女
性
が
嫉
妬
の
情
な
ど
の
為
に
化

け
て
現
れ
る
も
の
が
基
本
で
あ
る
。
一
方
、
「
参
会
名
護
屋
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
主
人
公
や
忠
臣
が
神
霊
と
し
て
顕
現
し
て
惑
を
退
治
す
る
と

い
っ
た
場
面
は
今
回
調
査
し
た
京
都
歌
舞
伎
一
ニ

O
作
品
に
は
見
ら
れ
な

、

母

、

ノ

ヲ

司

O

4
U
て
ナ
ー
い

ま
た
、
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絵
師
鳥
居
清
倍
に
よ
る
役
者
絵
に
は
明
ら
か
に
限
取
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
恐
ら
く
元
禄
期
の
江
戸
歌
舞
伎
で
は
悪
人
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
登
場

人
物
に
は
見
た
目
に
お
い
て
差
別
化
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
忠
わ
れ

(
幻
)る

。
一
方
、
上
方
の
場
合
、
狂
言
本
の
挿
絵
に
は
登
場
人
物
間
の
善
悪
に

つ
い
て
視
覚
的
な
差
異
が
あ
ま
り
示
さ
れ
て
い
な
い
。

以
下
は
勧
善
懲
悪
に
関
す
る
、
あ
る
座
談
会
で
の
諏
訪
春
雄
の
発
言
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
江
戸
歌
舞
伎
と
京
都
歌
舞
伎
の
悪
人
の

違
い
を
う
ま
く
言
い
表
し
て
い
る
。

江
戸
系
と
い
う
も
の
の
悪
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
限
取
り
そ
の
他

で
、
見
た
だ
け
で
も
惑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
解
る
よ
う
な
つ

く
り
方
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
上
方
系
と
い
う
の
は
だ
い
た
い

隈
取
り
な
ど
を
し
ま
せ
ん
の
で
、
普
通
の
姿
形
で
出
て
き
ま
す
。
つ

ま
り
、
江
戸
系
に
お
け
る
悪
と
い
う
の
は
、
と
に
か
く
人
間
の
力
を

越
え
た
超
人
的
な
力
の
持
ち
主
の
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

と
こ
ろ
が
上
方
系
の
芝
居
に
お
け
る
惑
と
い
う
の
は
、
誰
で
も
が

持
っ
て
い
る
人
間
の
一
つ
の
一
山
が
現
れ
て
恋
人
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
つ
く
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
気
が

(
持
)

す
る
ん
で
す
け
れ
ど

江
戸
で
は
立
役
・
敵
役
の
演
技
が
荒
事
を
基
調
と
し
て
お
り
、
演
技
の

善
悪
の
違
い
は
視
覚
的
に
も
わ
か
る
も
の
で
、
時
に
「
人
間
の
力
を
越
え

た
超
人
的
な
力
の
持
ち
主
の
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
」
は
先
に
見
た
通
り

で
あ
る
。
一
方
、
上
方
歌
舞
伎
の
恋
人
は
変
装
し
て
登
場
す
る
場
合
も
あ

り
、
見
た
目
は
他
の
登
場
人
物
と
の
間
に
差
が
あ
ま
り
な
い
。
時
に
善
悪

の
二
回
性
や
こ
の
間
を
揺
れ
動
く
さ
ま
を
演
じ
る
こ
と
が
恋
人
を
演
じ
る

役
者
に
は
求
め
ら
れ
る
。
引
用
部
に
あ
る
「
誰
で
も
が
持
っ
て
い
る
人
間

の
一
つ
の
面
が
現
れ
て
恋
人
に
な
っ
て
い
く
」
と
言
う
言
葉
は
、
京
都
歌

舞
伎
の
恋
人
が
武
力
で
は
な
く
主
に
陰
謀
を
廻
ら
せ
て
御
家
横
領
を
謀
る

点
か
ら
考
え
て
も
的
確
な
表
現
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
元
禄
期
の
京
都
と
江
戸
歌
舞
伎
の
遠
い
に
つ
い
て
は
、
当
時

の
歌
舞
伎
関
連
商
品
の
流
通
傾
向
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

松
平
進
は
当
時
の
歌
舞
伎
の
役
者
絵
の
比
較
か
ら
、
上
方
と
江
戸
の
役

者
に
対
す
る
、
歌
舞
伎
の
受
容
者
側
の
考
え
方
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
松

平
に
よ
れ
ば
元
禄
期
の
江
戸
に
は
既
に
鳥
居
派
が
初
代
市
川
田
十
郎
の
姿

を
大
判
の
木
版
癌
に
写
し
だ
し
て
い
た
頃
、
上
方
に
は
一
枚
の
役
者
絵
も

な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
江
戸
で
は
錦
絵
や
紅
摺
絵
と
い
っ
た
多
色
摺

り
の
役
者
絵
が
流
通
し
始
め
る
明
和
期
(
一
七
六
回
|
一
七
七
二
)
に

至
っ
て
も
上
方
で
は
合
刑
判
別
り
と
呼
ば
れ
る
素
朴
な
も
の
し
か
な
く
錦
絵

の
役
者
絵
の
導
入
は
天
明
期
以
降
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
絵
本
に
上
方
の
役

者
が
登
場
す
る
時
そ
の
多
く
の
場
合
が
鳥
羽
絵
と
呼
ば
れ
る
滑
稽
絵
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
「
役
者
を
崇
め
高
め
る
の
で
は
な

く
、
は
る
か
に
知
的
で
冷
徹
な
自
で
こ
れ
を
笑
い
の
対
象
に
す
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
が
上
方
の
行
き
方
だ
っ
た
。
こ
の
土
地
で
は
、
役
者
に
神
を

見
る
こ
と
は
つ
い
に
な
く
、
人
を
見
る
の
み
で
あ
っ
た
。
」
と
考
察
す
る
。

ま
た
、
絵
入
狂
言
本
の
流
通
傾
向
に
も
上
方
と
江
戸
の
役
者
に
対
す
る

考
え
方
の
遠
い
が
垣
間
見
え
る
。
現
存
の
狂
言
本
は
江
戸
の
六

O
点
に
対

(
刊
)

し
て
京
都
は
二
一
ニ

O
点
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
。
無
論
、
現
在
に
残
る

狂
言
本
の
数
が
そ
の
ま
ま
出
版
さ
れ
た
狂
言
本
の
数
の
差
で
あ
っ
た
と
結

論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
狂
言
本
の
豪
華
版
と
も
い
え
る
上
下
二
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冊
の
「
上
本
」
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
上
方
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に

入
れ
る
と
、
こ
の
数
字
は
江
戸
と
京
都
に
お
け
る
狂
言
本
の
当
時
の
出
版

状
況
の
大
ま
か
な
差
を
示
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

、、。tv 
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
頃
の
歌
舞
伎
の
鑑
賞
の
さ
れ

方
に
は
京
都
と
江
戸
で
は
遠
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
お
そ
ら

く
、
江
戸
の
見
物
が
歌
舞
伎
を
主
と
し
て
視
覚
的
側
面
か
ら
楽
し
ん
だ
の

に
対
し
、
京
都
の
観
客
の
関
心
は
、
狂
言
本
の
流
通
や
坂
田
藤
十
郎
の
長

台
詞
な
ど
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
そ
の
戯
曲
性
に
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
金
平
浄
璃
璃
及
び
元
禄
期
の
江
戸
歌
舞
伎

に
登
場
す
る
恋
人
に
対
し
て
、
向
時
期
の
京
都
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
悪
人

が
持
つ
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

第
一
に
金
平
浄
瑠
璃
、
江
戸
歌
舞
伎
の
登
場
人
物
が
天
下
を
狙
う
一
色
悪

と
し
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
京
都
の
場
合
は
あ
る
大
名
家
の
覇
権
争
い

に
過
ぎ
な
い
点
で
あ
る
。
江
戸
歌
舞
伎
も
御
家
騒
動
的
な
措
成
を
持
つ
も

の
の
、
そ
の
舞
台
は
将
軍
家
で
あ
り
一
息
人
に
は
天
下
を
横
領
す
る
意
思
が

あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
以
前
見
た
通
り
で
あ
る
。

第
二
に
、
元
禄
期
の
京
都
歌
舞
伎
の
恋
人
は
見
た
目
で
は
ほ
と
ん
ど
わ

か
ら
な
い
形
で
登
場
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
狂
言
本
の
挿
絵
に
あ
る

通
り
、
悪
人
と
そ
れ
以
外
の
登
場
人
物
に
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
差
異
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
上
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
恋
人
は
や
っ
し

て
登
場
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
金
平
浄
地
璃
に
化
け
物
退
治
の
場
面
が

あ
り
、
江
戸
歌
舞
伎
が
限
取
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
善
悪
の
差
異
を
表
現

し
て
い
た
点
か
ら
考
え
る
と
大
き
な
速
い
と
言
え
よ
う
。

第
三
が
武
力
衝
突
の
場
面
で
あ
る
。
金
平
浄
瑠
璃
に
於
い
て
敵
は
、
例

え
ば
先
ほ
ど
引
用
し
た
『
四
天
王
関
破
り
』
に
あ
っ
た
通
り
、
三
千
騎
の

軍
隊
を
主
人
公
に
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
の
勢
力
を
持

ち
、
時
に
四
天
王
は
化
け
物
と
も
戦
う
。
江
戸
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
主
人

公
自
身
が
神
霊
と
し
て
顕
現
し
悪
人
を
切
り
倒
す
と
言
う
描
写
が
見
ら
れ

た
。
一
方
、
京
都
歌
舞
伎
に
お
け
る
戦
樹
の
場
一
加
は
狂
言
本
の
本
文
中
だ

け
で
は
な
く
挿
絵
に
お
い
て
も
簡
潔
に
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
れ
ら
三
つ
の
芸
能
に
共
通
す
る
興
味
深
い
点
と
し
て
「
智

略
」
と
言
う
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
。

金
平
浄
瑠
摘
に
於
い
て
は
「
竹
つ
な
が
ち
ほ
う
の
て
い
」
と
そ
の
作
品

の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
通
り
主
人
公
側
の

登
場
人
物
の
智
略
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
に
お
い
て
は
恋
人
が
天
下
を
横
領
す
る
た
め
に
謀
り
事
を
廻
ら
せ

る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
上
に
戦
闘
の
場
面
が
強
調
さ
れ
、
例
え

ば
歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
で
あ
る
宗
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
善
と
惑

の
対
峠
は
視
覚
的
な
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ

う
。
ま
た
、
京
都
の
歌
舞
伎
の
よ
う
に
そ
の
恋
人
の
策
略
が
何
度
も
繰
り

返
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
な
く
、
智
略
が
見
せ
場
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に

、O

J

〈
、

I
V一

方
、
京
都
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
恋
人
は
「
御

家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
」
に
お
い
て
何
度
か
の
策
略
を
繰
り
返
し
、
忠

臣
は
そ
の
都
度
そ
の
悪
巧
み
を
暴
く
。
一
般
的
に
当
時
の
京
都
歌
舞
妓
は

坂
田
藤
十
郎
の
演
じ
る
濡
れ
事
や
や
っ
し
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
だ
が
、

観
客
の
関
心
は
こ
う
し
た
主
人
公
を
演
じ
る
役
者
の
個
人
芸
だ
け
で
は
な

く
、
物
語
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
悪
人
と
忠
臣
の
智
略
の
応
酬
に
も
あ
っ
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た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

続
き
狂
言
へ
の
変
容
に
つ
い
て

今
尾
哲
也
は
金
平
浄
瑠
璃
に
お
け
る
武
綱
の
智
略
に
注
目
し
、
『
松
平

大
和
守
日
記
」
に
見
出
さ
れ
る
題
名
に
「
智
略
」
の
詑
を
冠
し
た
移
し
い

数
の
「
智
略
狂
言
」
や
前
句
付
の
流
行
に
見
ら
れ
る
「
人
々
の
〈
智
〉
へ

の
関
心
」
が
「
続
き
狂
言
を
生
む
に
至
っ
た
内
発
的
原
因
」
で
あ
っ
た
と

(ロ)

す
る
。

〈
智
略
〉
を
介
し
て
所
定
の
筋
合

5.可
乃
至
℃
一
O

門
)
へ
の
関
心
が
呼

び
覚
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
智
略
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の

核
と
な
る
べ
き
非
完
結
的
な
劇
的
行
為
の
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
物
語
へ
の
要
求
に
応
え
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た

狂
言
こ
そ
〈
続
き
狂
言
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
一
連
の

〈
智
略
狂
言
〉
の
流
行
が
、
取
り
も
直
さ
ず
、
〈
智
略
〉
を
核
!
i
l重

要
な
見
せ
場
i
l
j
と
す
る
続
き
狂
言
の
形
成
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た

(
り
)

の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
見
て
き
た
と
お
り
金
平
浄
取
璃
や
元
禄
期
の
江
戸
・
京
都

の
歌
舞
伎
の
全
て
で
何
ら
か
の
形
で
「
智
略
」
が
見
ら
れ
た
。
特
に
京
都

の
歌
舞
伎
の
場
合
、
御
家
騒
動
に
関
連
す
る
場
面
は
一
つ
一
つ
の
場
面
に

論
理
的
な
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
御
家
騒
動
の
シ
i
ク
エ
ン
ス
」
に
お
い
て
重
要

な
位
置
を
占
め
た
の
は
、
特
に
京
都
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
悪
人
と
忠
臣
の

智
略
の
攻
防
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。
こ
う
し
た
点
か

ら
考
え
る
と
、
こ
の
「
智
略
」
と
い
う
要
素
は
、
今
尾
が
述
べ
る
と
お
り

当
時
の
三
幕
続
き
の
歌
舞
伎
の
各
場
面
に
論
理
的
な
連
続
性
を
持
た
せ
る

上
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
一
一
一
一
口
う
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

今
尾
は
続
け
て
、
そ
う
し
た
〈
智
略
〉
へ
の
興
味
の
系
統
と
し
て
、
初

期
の
続
き
狂
言
に
「
智
略
の
ヤ
ツ
シ
一
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
今
川
忍
び
車
』
に
お
い
て
は
妻
に
よ
る
手
立
て
の
た
め
の
魚
売
り

の
ヤ
ツ
シ
が
、
そ
し
て
、
『
非
人
敵
討
』
に
於
て
は
次
郎
右
衛
門
に

よ
る
手
だ
て
の
非
人
生
活
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
に
な
る
場
面
を
形

作
っ
て
い
た
。
繰
り
返
し
て
い
う
。
手
だ
て
と
は
智
略
の
働
き
に
他

な
ら
な
い
。
続
き
狂
言
の
稿
矢
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
作
品
が
、
何
れ

も
〈
智
略
の
ヤ
ツ
シ
〉
を
核
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め

て
興
味
深
い
。

手
だ
て
と
し
て
の
ヤ
ツ
シ
の
状
態
に
入
る
た
め
に
は
、
前
提
と
な
る

事
件
が
あ
る
。
「
今
川
忍
び
車
』
の
場
合
は
、
君
側
の
俵
人
の
天
下

纂
奪
の
意
志
に
根
ざ
す
勘
当
へ
の
道
程
、
追
っ
手
を
受
け
て
の
戦

い
、
捕
虜
と
し
て
の
入
牢
と
い
う
条
件
が
前
提
と
な
り
、
『
非
人
敵

討
」
の
場
合
に
は
、
敵
討
の
発
生
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
そ
し
て
、

ヤ
ツ
シ
の
結
果
、
前
者
は
妻
の
手
に
よ
る
牢
か
ら
の
年
秀
の
解
放
が

想
像
さ
れ
、
そ
の
後
に
侵
入
の
滅
亡
と
い
う
結
果
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
、
後
者
に
は
「
高
市
武
左
衛
門
が
弁
当
を
も
っ
て
見
舞
に
来

り
、
介
抱
し
て
敵
を
討
た
せ
る
」
と
い
う
結
末
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

智
略
と
ヤ
ツ
シ
の
結
合
は
、
ヤ
ツ
シ
の
場
面
を
劇
的
葛
藤
の
中
心
に

据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
起
承
転
結
を
持
っ
た
行
為
の
連
鎖
を
要
求
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し
、
続
き
狂
言
の
地
盤
を
な
す
に
至
っ
た
と
推
察
す
る
。

今
尾
の
ヰ
一
一
向
う
通
り
「
ヤ
ツ
シ
」
を
智
略
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
初
期
の
続
き
狂
言
「
今
川
忍
び
車
』
(
寛
文
四
年
上
演
)
や

『
非
人
数
討
』
(
寛
文
四
年
上
演
)
に
お
い
て
は
主
人
公
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
智
略
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
や
っ
し

は
近
松
の
初
期
の
浄
瑠
璃
作
品
で
あ
る
『
出
世
景
清
』
(
貞
享
二
年
上
演
)

に
も
か
た
き
と
し
て
付
け
狙
う
岳
山
重
忠
に
近
づ
く
た
め
に
主
人
公
の
景

清
が
日
雇
い
の
人
足
に
身
を
や
っ
す
場
面
な
ど
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

智
略
は
、
金
平
浄
璃
璃
に
於
い
て
は
、
武
綱
の
智
略
が
強
調
さ
れ
る
よ

う
に
、
主
と
し
て
悪
人
を
打
ち
払
う
目
的
で
用
い
ら
れ
た
の
は
こ
れ
ま
で

見
た
通
り
で
あ
る
。

た
だ
、
元
禄
期
の
京
都
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
場
合
、
智
略
は
「
悪

人
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
は
御
家
横
領
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
忠
臣
は
こ
う
し
た
悪
人
の
策
謀
を
暴
く
こ
と
は
す
る
も
の
の
、
彼
ら

の
目
的
で
あ
る
御
家
の
復
興
の
為
に
何
ら
か
の
智
略
が
め
ぐ

h

り
さ
れ
る
の

は
非
常
に
ま
れ
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ゃ
っ
し
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
忠
臣
が
御
家
を

復
興
す
る
た
め
に
変
装
す
る
例
は
今
回
調
査
し
た
作
品
中
で
は
見
出
す
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ゃ
っ
し
事
と
言
う
と
、
こ
の
頃
有
名
な
も
の
は
主

人
公
が
簡
に
居
る
愛
人
に
会
う
た
め
に
な
さ
れ
る
「
濡
れ
の
や
っ
し
」
で

あ
り
、
こ
の
や
っ
し
は
御
家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
に
は
現
れ
な
い
。
こ

う
し
た
「
濡
れ
の
や
っ
し
」
を
別
に
す
る
と
、
ゃ
っ
し
事
は
実
は
以
前
図

表
④
で
確
認
し
た
と
お
り
恋
人
が
御
家
横
領
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

総
合
す
る
と
、
続
き
狂
一
一
一
一
口
の
初
期
や
古
浄
瑠
璃
に
於
い
て
「
智
略
」
は

主
人
公
が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
、
元
禄
期
の
京

都
に
な
る
と
悪
人
が
御
家
横
領
の
手
段
と
し
て
用
い
る
例
が
多
く
な
る
。

つ
ま
り
、
「
智
略
」
の
主
体
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
、
今
尾
が
指
摘
す
る
「
智
へ
の
興
味
」
と

一
一
一
一
口
う
も
の
の
在
り
方
は
、
前
時
代
か
ら
は
変
化
し
た
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
と
し
て

高
田
明
典
の
一
一
一
一
口
う
通
り
、
あ
る
作
品
が
受
容
者
に
訴
求
す
る
時
、
作
品

と
観
客
の
深
層
に
あ
る
柑
向
性
の
有
無
に
左
右
さ
れ
る
と
仮
定
し
た
場

合
、
物
語
に
お
い
て
勝
者
と
敗
者
と
な
る
人
物
の
造
形
の
な
さ
れ
方
は
、

観
客
の
内
面
に
お
い
て
肯
定
、
否
定
す
る
概
念
と
相
向
の
関
係
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
冒
頭
述
べ
た
。

以
下
、
こ
の
視
座
よ
り
元
禄
期
を
中
心
と
す
る
京
都
の
歌
舞
伎
に
つ
い

て
悪
人
と
こ
れ
に
対
抗
す
る
笠
場
人
物
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
た
い
。

ま
ず
、
悪
人
は
武
力
で
は
な
く
「
智
略
」
で
御
家
を
奪
お
う
と
す
る
。

乱
闘
の
場
面
な
ど
か
ら
考
え
て
、
悪
人
は
主
人
公
の
忠
臣
と
比
べ
て
そ

れ
ほ
ど
武
力
的
に
強
い
存
在
で
は
な
く
、
こ
の
点
は
先
行
す
る
金
平
浄
璃

塙
や
同
時
期
の
江
戸
歌
舞
伎
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
る
。

ま
た
、
特
に
同
時
代
の
江
戸
の
歌
舞
伎
と
の
大
き
な
違
い
は
、
悪
人
と

忠
臣
と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
見
た
自
に
差
異
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
歌

舞
伎
に
お
い
て
対
峠
す
る
善
悪
の
登
場
人
物
は
荒
事
を
旨
と
し
て
お
り
、
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お
そ
ら
く
は
限
取
な
ど
で
見
た
だ
け
で
も
惑
と
わ
か
る
よ
う
な
外
見
を
し

て
い
た
。
一
方
上
方
で
は
、
善
人
と
悪
人
の
速
い
を
際
立
た
せ
る
外
見
的

な
特
徴
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
悪
人
が
御
家
横
領
を
企
て
て
行
う
最
も
代
表
的
な
智
略
は
変

装
、
ゃ
っ
し
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
物
語
の
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
主
人

公
や
そ
の
忠
臣
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
「
け
い
せ
い
仏
の
原
』
の
梅
永

文
蔵
が
そ
う
で
あ
っ
た
通
り
、
誰
が
悪
人
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
不
意
に

悪
人
の
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
評
判
記
を
見
る
と
、
例
え
ば
女
の
悪
人
で
あ
る
継
母
を

演
じ
た
花
車
方
の
役
者
の
評
に
は
「
う
わ
べ

h

つ
つ
く
し
く
一
「
内
心
の
恐

ろ
し
き
所
を
、
め
っ
き
に
て
見
物
へ
し
ら
さ
る
〉
」
「
お
も
て
に
誠
を
つ

く
り
、
内
に
悪
心
こ
り
か
た
ま
っ
た
る
て
い
」
と
内
に
秘
め
た
悪
心
が
お

も
て
に
現
れ
な
い
演
技
が
求
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
伺
え
る
。

で
は
、
こ
の
悪
人
に
対
し
て
勝
者
と
な
る
人
物
像
は
ど
う
か
。

ま
ず
、
主
人
公
の
忠
臣
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
述
べ
た
通
り
恋

人
と
共
に
御
家
騒
動
に
関
連
の
あ
る
場
面
に
登
場
し
、
悪
人
と
共
に
智
略

の
応
酬
を
演
じ
る
。

立
役
と
若
衆
の
演
じ
る
二
種
類
の
忠
臣
は
、
評
判
記
の
表
記
か
ら
は
観

客
に
注
自
さ
れ
た
個
所
が
異
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
御
家
騒

動
に
関
連
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
役
柄
の
役
者
が
演
じ
る

忠
臣
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
速
い
は
な
く
、
文
武
両
道
の
人
物
と
し
て
御

家
騒
動
を
終
結
に
導
く
働
き
を
す
る
。

一
方
、
主
人
公
は
こ
う
し
た
御
家
騒
動
と
関
連
の
あ
る
場
面
に
は
基
本

的
に
は
登
場
し
な
い
。
二
の
替
狂
一
一
一
一
口
の
場
合
は
第
二
幕
の
廓
場
等
、
女
性

登
場
人
物
と
の
交
歓
を
楽
し
む
「
色
好
み
」
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

御
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
も
全
く
慌
て
ず
過
去
の
馴
染
み
の
女
郎
を
思
い

出
す
よ
う
な
、
「
大
ゃ
う
(
鷹
揚
)
一
な
人
物
と
し
て
狂
言
本
に
は
捕
か
れ

て
い
る
。
御
家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
か
ら
遊
離
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
多
少
浮
世
離
れ
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物
と
し
て
捕
か
れ
て
い
た
ら

し
い
。
そ
し
て
、
特
に
坂
田
藤
十
郎
が
演
じ
る
場
合
、
そ
れ
は
少
し
「
ぬ

け
た
」
人
物
、
子
供
の
よ
う
な
無
垢
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
、
四
天
王
を
従
え
る
金
平
浄
摺
璃
の
主
人
公
や
、
直
接

悪
人
と
対
時
し
、
時
に
神
霊
と
し
て
登
場
す
る
同
時
期
の
江
戸
歌
舞
伎
の

主
人
公
と
は
全
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

そ
し
て
、
元
禄
期
の
京
都
歌
舞
伎
の
舞
台
上
、
中
心
人
物
と
し
て
登
場

す
る
こ
の
子
供
の
よ
う
な
人
物
が
劇
中
で
最
大
の
勝
者
で
あ
り
、
こ
の
人

物
が
劇
終
了
時
に
手
に
入
れ
る
も
の
は
地
位
の
回
復
と
と
も
に
馴
染
み
の

遊
女
、
女
な
の
で
あ
る
。

元
禄
期
の
京
都
歌
舞
伎
に
お
け
る
御
家
騒
動
の
シ

i
ク
エ
ン
ス
で
重
要

な
要
素
と
な
る
「
智
略
」
は
、
先
行
及
び
同
時
代
の
芸
能
に
お
い
て
も
見

出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
少
な
く
て
も
元
禄
期
に
先

行
す
る
金
平
浄
瑠
璃
や
初
期
の
続
き
狂
言
に
お
い
て
は
主
人
公
の
自
的
、

逆
庄
の
討
伐
や
敵
討
ち
な
ど
に
「
智
略
」
が
用
い
ら
れ
た
。
今
尾
は
こ
う

し
た
「
智
」
へ
の
興
味
に
続
き
狂
言
生
成
の
き
っ
か
け
を
見
た
。

た
だ
、
元
禄
歌
舞
伎
で
は
「
智
略
」
は
悪
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
応
酬
に
参
加
す
る
忠
臣
は
、
あ
く
ま
で
悪
人
の
陰
謀
を

暴
く
た
め
に
「
智
略
」
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
御
家
復
興
と
い
う
目
的

の
為
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
、
物
語
中
最
大
の
勝
者
で
あ

る
主
人
公
は
稚
気
の
あ
る
人
物
が
演
じ
ら
れ
、
御
家
騒
動
の
シ
ー
ク
ェ
ン

ス
か
ら
遊
離
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
智
略
」
か
ら
は
劇
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中
で
最
も
か
け
離
れ
た
人
物
と
し
て
急
場
す
る
。

も
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
元
禄
歌
舞
伎
に
お
け
る
勝
者
と
敗
者
の
人

物
造
形
が
観
客
の
中
に
内
部
に
あ
る
肯
定
及
び
否
定
す
る
概
念
と
相
同
関

係
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
劇
を
楽
し
ん
だ
観
客
に
は
「
智
」
と
一
一
一
一
口
う

も
の
に
対
す
る
倦
み
や
疲
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

向
じ
く
近
松
の
手
に
よ
る
浄
璃
璃
立
日
恨
崎
心
中
』
(
元
禄
十
六
年
上

演
)
に
お
い
て
は
、
徳
兵
衛
が
そ
の
友
人
九
兵
次
に
阿
糊
さ
れ
て
金
を
盗
ま

れ
る
こ
と
が
お
初
と
の
心
中
の
直
接
的
な
原
図
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
邪
心
の
あ
る
何
者
か
に
何
糊
さ
れ
る
こ
と
が
主
人
公
の
破
滅

の
直
接
・
開
法
的
な
原
因
に
な
る
作
品
は
、
近
松
に
よ
る
位
話
浄
瑠
消
の

中
に
散
見
さ
れ
、
心
中
物
で
は
「
卯
月
紅
葉
」
(
宝
永
三
年
上
演
)
「
生
玉

心
中
」
(
正
徳
五
年
上
演
)
、
そ
れ
以
外
の
位
話
物
で
は
『
五
十
年
忌
歌
念

仏
』
(
宝
永
四
年
上
演
)
吋
淀
畑
山
位
沌
徳
』
(
宝
永
五
年
上
演
)
な
ど
が

(
日
)

挙
げ
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
世
話
浄
取
消
に
お
い
て
は
、
脱
さ
れ
る
の
は

一
生
人
で
は
な
く
主
人
公
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
特
に
心
中
物
の
場
合
、

心
中
を
す
る
男
性
登
場
人
物
は
徳
兵
衛
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ナ
イ
i
プ

で
、
時
に
う
ぶ
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
純
粋
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

誰
が
恋
心
を
抱
い
て
い
る
の
か
が
見
た
目
で
は
わ
か
ら
ず
、
内
に
邪
心

を
持
つ
人
物
の
議
一
一
…
一
口
や
担
造
を
端
緒
と
し
て
主
人
公
や
忠
臣
が
地
位
を
失

う
様
は
、
観
客
が
劇
場
の
外
の
現
実
世
界
で
抱
く
不
安
を
表
象
し
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
筆
者
は
、
観
存
が
「
智
略
」
に
倦
み
や
被
れ
を
感
じ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
劇
中
そ
の
「
智
略
」
の
応
酬
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
一
目
的
と
も
背

景
と
も
一
一
一
一
日
っ
て
い
い
「
家
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
観
客
の
中
に
否
定
的

な
感
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
吏
に
言
え
ば
、
御
家
の
総

を
追
い
出
さ
れ
て
向
か
う
先
は
当
時
「
悪
所
」
と
呼
ば
れ
た

で
あ
る
。
御
家
騒
動
が
勝
利
に
終
わ
る
こ
と
で
主
人
公
が
得
る
も

の
は
、
元
の
御
家
の
総
領
の
地
位
と
馴
染
み
の
遊
女
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

に
、
当
時
こ
の
歌
舞
伎
を
楽
し
ん
だ
観
客
の
願
望
の
在
り
処
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

領
が

羊占(
1
)
日
本
文
学
お
い
て
は
「
勧
苦
懲
怒
」
と
い
う
概
念
は
読
み
本
と
の
関
述
で
言
及
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
研
究
は
勧
善
懲
悪
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
主

と
し
て
出
版
引
怖
や
幕
府
の
禁
令
と
の
関
係
で
花
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
祭
者
が

求
め
た
の
は
こ
う
し
た
「
勧
告
懲
恕
」
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
抽
象
レ
ベ
ル
で
物
一
訪
中
の
勝
者
と
敗
者
を
論
じ
て
い

る
も
の
は
、
今
日
間
符
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。

(
2
)
出
川
明
典
「
物
訴
分
析
の
朗
論
と
技
法

C
M
・
ア
ニ
メ
・
コ
ミ
ッ
ク
分
析
を
例

と
し
て
l
」
二

O
一
O
年
、
一
一
二
八
ペ
ー
ジ

(
3
)
「
日
本
芸
能
史
第
五
巻
i
近
此
j

」
整
能
史
研
究
合
編
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
六
年
、
一
問
問
ぺ

i
ジ

(
4
)
武
井
協
ゴ
一
「
日
お
衆
歌
御
技
・
野
郎
歌
舞
伎
」
鳥
越
文
蔵
・
内
山
美
樹
子
・
渡
辺

川
体
制
吋
歌
舞
伎
の
既
史

i
」
山
行
波
講
踏
歌
舞
伎
・
文
楽
第
二
巻
、
一
九
九
七

年
、
岩
波
計
山
、
五
一
ペ
ー
ジ

(
5
)
仲
介
上
伸
子
「
歌
持
伎
に
見
ら
れ
る
思
l
児
と
女
i
」
一
川
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別

出
・
江
戸
文
化
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
二

O
O五
年
、
主
文
堂
、
一
七
八
ペ
ー
ジ

(
6
)
鳥
越
文
政
「
役
柄
の
分
化
l
元
以
時
代
の
推
移
に
つ
い
て
」
(
「
元
禄
歌
抑
伎
政
」

一
九
九
一
年
、
八
本
計
山
)
や
、
上
原
郁
夫
「
実
悲
の
本
性
l
悲
に
か
た
ぶ
き
身

が
流
儀
を
ま
な
ぶ
べ
し
|
」
(
{
凶
学
院
矧
誌
」
第
八
五
巻
一
一
サ
、
一
九
八
凶

年
)
、
品
近
で
は
間
一
川
奈
心
八
「
上
方
歌
狩
伎
に
円
け
ん
る
立
役
と
突
出
の
位
世
付
け
i
初

代
小
山
新
九
郎
を
中
心
に
」
(
「
剛
山
市
文
化
研
究
い
第
九
巻
、
一

O
O七
)
に
そ

¥
ノ
仏
国
壬
7
4
H
J
1し
》

7
L
F
J
o

月
以
乙
出
斗
イ

Z
!ノ

'
J
:
1
4

(
7
)
な
お
、
同
支
の
に
記
載
し
た
上
一
凶
作
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
を
新
年
度
の
始
ま
り

と
し
て
表
記
し
た
。
当
時
の
紋
狩
伎
に
お
い
て
役
者
は
基
本
的
に
一
年
契
約
で
各

州
に
阪
り
分
け
ら
れ
、
句
作
卜
-
月
に
い
伸
の
新
し
い
顔
ぶ
れ
に
よ
る
顔
見
計
興
行
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が
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
間
表
で
は
同
一
の
顔
触
れ
で
興
行
が
行
わ
れ
た
十
一

月
か
ら
翌
年
一

O
月
守
二
つ
の
年
度
と
し
て
表
記
を
行
っ
た
。
ま
た
、
上
演
年
は

各
年
度
に
お
け
る
一
月
時
点
の
年
に
よ
っ
た
。

(
8
)
歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
「
歌
符
伎
評
判
記
集
成
第
十
巻
い
一
九
七
六
年
、
岩

波
書
応
、
五
一
一
一
二
ペ
ー
ジ

(
9
)
以
下
で
は
劇
開
始
時
よ
り
主
人
公
に
敵
対
す
る
張
場
人
物
を
一
括
し
て
「
悲
人
」

と
呼
ぶ
こ
と
し
た
い
。

(
凶
)
拙
稿
「
元
禄
歌
舞
妓
に
お
け
る
物
認
の
構
造
i
i
プ
ロ
ッ
ト
と
笠
場
人
物
の
関
係
性

よ
り
」
吋
地
域
研
究
」
一
一
一
五
号
、
二

O
二
一
一
年
、
筑
波
大
学

(
日
)
こ
こ
で
の
主
人
公
と
は
凶
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
劇
中
川
念
場
す
る
人
物
の
相
間
関
係

に
お
い
て
中
心
的
な
人
物
を
指
す
も
の
と
し
て
期
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
は
)
近
松
全
集
刊
行
会
一
編
纂
吋
近
松
全
集
い
(
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
問
。
)
に
よ
っ

た
。
な
お
、
句
読
点
に
つ
い
て
は
氏
一
本
で
は
全
て
プ
」
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
意
味
が
変
わ
ら
な
い
程
度
に
あ
ら
た
め
た
。

(
日
)
歌
舞
伎
評
判
記
印
刷
究
会
編
「
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
」
(
一
九
七
三
年
、
山
石
波
書

応
。
)
に
よ
っ
た
。
成
本
の
句
読
点
、
お
よ
び
出
字
体
に
つ
い
て
は
、
意
味
が
変

わ
ら
な
い
程
度
に
あ
ら
た
め
た
。

(
は
)
(
ぽ
さ
つ
)
と
し
た
部
分
は
草
冠
に
「
汁
」
の
字
で
、
振
り
仮
名
は
「
ぽ
さ
つ
」

と
し
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
の
吋
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
〕
に
お
け
る

掘
り
仮
名
は
「
げ
め
ん
に
ぽ
さ
つ
な
い
し
ん
に
よ
ゃ
し
ゃ
」
と
し
て
あ
る
。

(
日
)
郡
司
正
勝
「
郡
司
正
勝
制
定
集
第
一
巻
」
一
九
九

O
年、

LH
水
社
、
一
五
七

ペ
ー
ジ

(
凶
)
田
口
章
子
「
五
歌
舞
伎
の
役
者
士
二
坂
田
藤
十
郎
」
「
諦
庄
日
本
の
演
劇
間
近

世
の
演
劇
』
諏
訪
森
雌
・
官
井
幸
雄
一
端
、
一
九
九
五
年
、
勉
誠
社
、
九
一
・
九
二

ぺ

i
ジ

(
打
)
和
田
修
「
近
松
i
人
と
作
日
間
」
「
近
位
演
劇
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
阪
口
弘
之

編
、
一
九
九
七
年
、
世
界
思
想
社
、
六
凶
ぺ
!
ジ

(出

)
L
H
方
勝
「
八
歌
狩
伎
の
作
者
(
一
)
近
松
門
左
衛
門
」
「
話
昨
日
本
の
演
劇
問

近
世
の
演
劇
」
諏
訪
春
雄
・
什
向
井
赤
十
矧
編
、
一
九
九
五
年
、
勉
誠
社
、
一
七
六

ペ
ー
ジ

(
凶
)
刊
日
本
古
典
文
学
大
静
典
第
二
巻
』
(
一
九
八
四
年
、
山
行
波
書
応
)
「
金
一
半
本
」
の

項
を
参
照
し
た
。

(
小
山
)
井
上
伸
子
「
歌
舞
伎
に
見
ら
れ
る
恐
i
見
と
女
l
」
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別

mm
一
一
江
戸
文
化
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
二

O
O一
八
年
、
主
文
堂
、
七
八
ペ
ー
ジ

(
引
)
今
一
見
哲
也
、
一
九
九
八
?
叫
ん
禄
歌
抑
伎
の
研
究
i
ヤ
ツ
シ
・
ヤ
ツ
シ
事
を
中
心

に
i
l
」
学
位
請
求
論
文
、
早
稲
田
大
学
、
山
七
ペ
ー
ジ

(
W
C
宗
本
弥
太
郎
一

.m訂
詑
り
物
(
狩
・
説
教
・
古
川

m
m消
)
の
研
究
」
一
九
八
一

年
、
風
川
川
市
一
日
一
一
切
、
五
二
九
ペ
ー
ジ

(
お
)
主
木
弥
太
郎
「
金
一
千
浄
府
出
正
木
集
第
二
一
九
六
六
年
、
角
川
書
応
、

三
八
一
一
了
一
二
八
四
ペ
ー
ジ

(
剖
)
問
、
山
三
ペ
ー
ジ

(
お
)
問
、
六
一
一
一
ぺ

i
ジ

(
お
)
向
、
一

O
二
ぺ

i
ジ

(
幻
)
問
、
八
八
ペ
ー
ジ

(
お
)
向
、
二
七
三
ペ
ー
ジ

(
却
)
井
上
伸
子
「
歌
舞
伎
に
見
ら
れ
る
怒
i
労
と
女
i
」
司
自
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別

間
一
江
戸
文
化
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

i
い
こ

O
O五
年
、
主
文
堂
、
一
七
八
ペ
ー
ジ

(
却
)
古
井
戸
秀
夫
、
鳥
館
文
減
、
和
田
修
校
注
「
江
戸
歌
狩
伎
柴
」
一
九
九
七
年
、
山
町

波
書
応
、
九
ペ
ー
ジ

(
出
)
同
「
江
戸
歌
狩
伎
集
」
の
四
ペ
ー
ジ
の
脚
注
に
よ
る
と
「
義
政
の
後
継
者
で
あ
る

十
芥
王
が
幼
少
だ
っ
た
た
め
、
一
同
的
に
叙
父
の
正
税
昨
太
宰
之
永
一
が
後
見
役
と
し

て
天
下
を
治
め
て
い
た
が
、
こ
の
春
か
ら
は
恭
一
土
が
正
式
に
跡
を
と
る
こ
と
に
な

り
、
新
春
の
祝
い
に
加
え
て
、
そ
の
披
露
の
一
命
が
下
さ
れ
る
と
い
う
設
定
。
」
と

あ
る
。

(
幻
)
吋
新
訂
増
補
歌
抑
伎
一
事
典
」
(
二

0
0
0年
、
一
千
凡
社
)
「
荒
事
一
「
金
一
千
浄
湘
璃
」

の
項
を
参
照
し
た
。

(
ね
)
鳥
越
文
政
「
役
柄
の
分
化
l
元
禄
時
代
の
従
移
に
つ
い
て
i
」
吋
元
禄
歌
舞
伎
孜
」

…
九
九
一
年
、
八
本
書
応

(
糾
)
号
制
訂
増
淵
歌
舞
伎
事
典
」
(
二

0
0
0年
、
一
千
凡
社
)
「
荒
事
」
の
項
、
日
呉
服
よ

。
ハソ

(
お
)
同
「
江
戸
歌
舞
伎
集
」
三
五
ペ
ー
ジ

(
部
)
同
吋
江
戸
歌
舞
伎
柴
』
一
一
一
五
・
一
二
六
ペ
ー
ジ

(
幻
)
例
え
ば
、
町
新
訂
明
補
歌
舞
伎
事
典
」
(
二

0
0
0年
、
平
凡
社
)
「
鳥
居
市
部
」

の
攻
一
ば
に
は
「
草
摺
引
」
を
描
い
た
大
判
丹
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に

は
既
に
役
柄
に
よ
っ
て
限
取
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同

「
限
取
」
の
現
に
よ
る
と
、
「
一
元
日
体
l
正
徳
(
一
六
八
八
l
一
七
二
ハ
)
の
こ
ろ
に

は
す
で
に
そ
の
復
利
多
岐
な
パ
タ
ー
ン
が
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
あ
る

よ
う
に
、
本
論
が
対
象
と
す
る
元
禄
期
に
は
江
戸
に
お
い
て
は
限
取
に
よ
っ
て
善
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思
い
ず
れ
の
人
物
か
が
判
別
で
き
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

(
お
)
諏
訪
泰
雄
、

A
7

足
哲
也
、
市
町
街
「
近
位
的
な
る
も
の
一
勧
苦
懲
一
点
ゅ
な
ど
を
め

ぐ
っ
て
l
」
「
日
『
不
文
学
」
一
一
一
川
一
巻
一

O
号
、
日
本
文
学
協
会
、
一
五
ペ
ー
ジ

(
拘
)
松
平
進
「
演
劇
と
絵
耐
[
役
者
絵
と
絵
ー
不
i
」
阪
口
弘
之
編
「
近
世
演
劇
を
学
ぶ

人
の
た
め
に
」
一
九
九
七
年
、
位
界
忠
組
社
、
一
七
一
ペ
ー
ジ

(
刊
)
須
山
笠
信
「
正
木
・
絵
入
狂
言
本
・
許
付
・
評
判
記
」
「
講
座
元
禄
の
文
学
第
四

巻
元
日
開
文
学
の
開
花
近
松
と
元
禄
の
演
劇
i
」
浅
野
晃
一
縦
勉
誠
社
一
九
九
一
二

年
、
六
九
ぺ

i
ジ
。
他
に
絵
入
紅
一
一
一
一
山
本
の
京
凶
の
刊
行
数
を
載
せ
た
も
の
が
な

か
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
の
須
山
の
記
述
に
依
っ
た
。

(
引
)
林
久
美
子
「
絵
入
浄
府
稿
本
と
絵
入
紅
一
一
一
日
本
一
(
阪
口
弘
之
編
「
近
ぽ
演
劇
を
学

ぶ
人
の
た
め
に
円
一
九
九
七
年
位
界
思
怨
社
)
二
五
三
ペ
ー
ジ
に
「
上
本
と
い

う
の
は
、
元
禄
十
年
(
一
六
九
七
)
か
ら
宝
永
年
間
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
上
方

狂
言
木
の
上
本
(
特
製
本
)
で
あ
る
。
」
と
日
秘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
狂

言
本
の
「
上
本
」
に
つ
い
て
の
定
誌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
米
な
か
っ
た
た
め
、

こ
こ
で
の
林
の
定
義
に
依
る
こ
と
と
し
た
。

(
必
)
今
足
哲
也
、
一
九
九
八
台
一
ん
禄
歌
狩
伎
の
研
究
i
ヤ
ツ
シ
・
ヤ
ツ
シ
取
を
中
心
に

ー
」
学
位
詰
求
論
文
、
早
稲
田
大
学
、
二
八
ぺ

i
ジ

(
川
町
)
同
三
七
ペ
ー
ジ

(
判
一
)
向
山
三
ペ
ー
ジ

(
江
川
)
た
だ
、
「
出
世
長
治
』
以
外
の
「
一
川
姓
爺
合
戦
」
等
の
主
要
な
時
代
物
の
登
場
人

物
は
悪
人
を
討
つ
際
に
あ
ま
り
、
町
山
田
略
を
用
い
な
い
。
時
代
の
変
化
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
が
近
松
'
は
'
身
に
も
「
智
略
」
と
一
一
一
一
日
う
も
の
に
対
す
る
意
識
の
変
化
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

25-

(
や
の

て
る
あ
き

筑
波
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科

国
際
日
本
一
研
究
専
攻
開
士
後
期
諜
程
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