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一
謡
曲
（
兼
平
）
を
引
用
し
た
近
世
前
期
の
浄
瑠
璃
作
品
 
 

近
世
期
の
代
表
的
な
語
り
物
文
芸
で
あ
る
浄
瑠
璃
の
作
品
中
に
は
、
謡
曲
本
文
が
屡
 
 

々
引
用
さ
れ
る
。
謡
曲
趣
向
を
好
む
大
夫
の
語
っ
た
浄
瑠
璃
を
は
じ
め
、
浄
瑠
璃
は
盛
 
 

ん
に
謡
曲
を
摂
取
し
た
。
こ
の
浄
瑠
璃
に
は
、
中
世
期
の
『
平
治
物
語
』
『
平
家
物
語
』
 
 

等
の
軍
記
物
に
取
材
す
る
、
軍
記
物
、
源
平
合
戦
物
等
と
呼
ば
れ
る
作
品
も
多
く
あ
り
、
 
 

こ
れ
ら
の
浄
瑠
璃
の
中
に
も
、
謡
曲
と
関
連
が
深
い
作
品
が
幾
つ
も
存
在
す
る
。
い
わ
 
 

ば
、
中
世
の
軍
記
物
が
、
謡
曲
、
浄
瑠
璃
へ
と
受
容
さ
れ
、
中
世
・
近
世
の
新
た
な
軍
 
 

記
物
、
即
ち
「
い
く
さ
語
り
」
の
文
芸
と
し
て
再
生
さ
れ
続
け
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
軍
記
物
の
浄
瑠
璃
の
中
に
、
著
名
な
『
平
家
物
語
』
「
木
曽
最
期
」
 
に
肋
 
 

材
す
る
作
品
が
多
く
あ
る
。
「
木
曽
最
期
」
 
は
、
近
世
期
を
通
し
て
、
様
々
な
浄
瑠
璃
 
 

作
品
を
創
出
し
た
が
、
近
世
前
期
の
古
浄
瑠
璃
作
品
に
特
徴
的
な
の
は
、
同
じ
く
「
木
 
 

曽
最
期
」
を
典
拠
と
す
る
、
謡
曲
（
兼
平
）
本
文
と
の
関
わ
り
が
窺
え
る
作
品
が
多
い
 
 

（
1
）
 
 

こ
と
で
あ
る
。
管
見
に
入
っ
た
、
（
兼
平
）
本
文
を
引
用
す
る
浄
瑠
璃
に
は
、
以
下
の
 
 

も
の
が
あ
る
。
先
覚
の
浄
瑠
璃
正
本
解
題
等
を
踏
ま
え
、
板
元
・
刊
年
と
共
に
掲
げ
る
。
 
 

『
き
そ
物
が
た
り
』
江
戸
か
ぎ
や
七
兵
衛
板
、
明
暦
初
年
頃
刊
か
 
 

『
と
も
へ
』
江
戸
又
右
衛
門
開
板
、
寛
文
二
年
八
月
以
降
刊
か
 
 

『
巴
太
鼓
』
京
山
本
九
兵
衛
板
、
貞
享
三
年
九
月
上
旬
刊
か
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
京
山
本
九
兵
衛
大
阪
山
本
九
右
衛
門
板
、
刊
年
未
詳
 
 

『
兼
平
』
大
阪
秋
田
屋
板
、
貞
享
五
年
七
月
刊
か
 
 

『
平
家
物
語
』
か
ら
謡
曲
、
そ
し
て
古
浄
瑠
璃
ヘ
 
 

ー
 
「
木
曽
最
期
」
を
語
っ
た
古
浄
瑠
璃
の
様
相
 
 

岩
城
賢
太
郎
 
 

『
平
家
物
語
』
江
戸
う
ろ
こ
が
た
や
板
、
元
禄
七
年
正
月
刊
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
江
戸
木
下
甚
右
衛
板
、
元
禄
九
年
刊
 
 
 

（
兼
平
）
は
、
室
町
中
期
成
立
の
修
羅
能
で
あ
り
、
江
戸
期
を
通
じ
、
現
代
に
至
る
 
 

ま
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
今
に
お
い
て
は
、
修
羅
能
の
解
説
等
で
、
（
兼
平
）
が
 
 

規
範
と
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
『
平
家
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
丸
ど
り
 
 

（
ウ
ニ
 
 

す
る
」
等
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
（
兼
平
）
が
、
世
阿
弥
作
の
修
羅
能
作
品
に
比
し
て
、
 
 

典
拠
本
文
へ
の
依
拠
が
強
く
、
謡
曲
独
自
の
創
作
性
が
希
薄
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
 
 

た
め
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
平
家
物
語
』
本
文
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
す
れ
 
 

ば
、
何
故
、
か
く
も
複
数
の
浄
瑠
璃
作
品
が
、
『
平
家
物
語
』
で
は
な
く
、
（
兼
平
）
の
 
 

本
文
を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
今
の
（
兼
平
）
評
価
と
は
切
り
離
し
、
近
世
前
 
 

期
の
浄
瑠
璃
に
お
け
る
謡
曲
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

但
し
、
右
に
掲
げ
た
古
浄
瑠
璃
は
、
（
兼
平
）
 
を
受
容
す
る
手
法
の
相
違
か
ら
、
大
 
 

き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
先
ず
、
（
兼
平
）
 
全
十
段
の
構
成
を
掲
げ
る
。
 
 

前
場
 
1
段
 
僧
（
ワ
キ
）
 
が
信
濃
国
よ
り
近
江
国
矢
橋
に
到
る
 
 

2
段
 
 

3
段
 
 

4
段
 
 

後
場
 
5
段
 
 

6
段
 
 

7
段
 
 

8
段
 
 

9
段
 
 

1
0
段
 
 

謡
曲
（
兼
平
）
が
、
『
平
家
物
語
』
「
木
曽
最
期
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
9
・
 
 

1
0
段
で
あ
り
、
右
の
浄
瑠
璃
の
う
ち
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
『
巴
太
鼓
』
『
平
 
 
 

老
人
、
実
は
今
井
兼
平
の
化
身
（
前
シ
テ
）
が
柴
舟
に
乗
っ
て
現
れ
る
 
 

憎
が
老
人
に
便
船
を
乞
い
粟
津
に
向
か
う
 
 

老
人
が
湖
上
よ
り
見
え
る
比
叡
の
名
所
を
教
え
粟
樺
に
着
く
 
 

渡
し
守
（
ア
イ
）
が
木
曽
義
仲
の
行
状
を
語
り
供
養
を
勧
め
る
 
 

僧
が
義
仲
・
兼
平
を
弔
う
 
 

今
井
兼
平
の
霊
（
後
シ
テ
）
が
修
羅
道
の
様
を
述
べ
て
現
れ
る
 
 

兼
平
の
霊
が
修
羅
道
よ
り
の
救
済
を
乞
う
 
 

兼
平
の
霊
が
主
君
義
仲
の
最
期
を
語
る
 
 

兼
平
の
霊
が
自
身
の
最
期
を
語
る
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家
物
語
』
の
各
作
品
は
、
こ
の
9
・
1
0
段
の
謡
曲
本
文
と
関
連
す
る
。
し
か
し
、
『
信
 
 

濃
源
氏
木
曽
物
語
』
『
兼
平
』
『
東
鑑
後
撰
集
』
の
三
作
品
は
、
間
狂
言
の
5
段
を
除
く
、
 
 

謡
曲
（
兼
平
）
全
編
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
以
下
本
稿
で
は
、
謡
曲
（
兼
平
）
と
の
関
わ
り
を
基
準
に
、
右
の
浄
瑠
璃
 
 

作
品
を
対
象
と
し
、
先
ず
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
以
下
の
浄
瑠
璃
と
謡
曲
と
を
比
較
し
、
 
 

各
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、
『
信
強
敵
氏
木
曽
物
語
』
以
下
の
浄
瑠
 
 

璃
に
つ
い
て
、
本
文
の
分
析
に
加
え
、
浄
瑠
璃
全
編
の
構
成
と
謡
曲
と
の
関
わ
り
を
検
 
 

討
し
、
浄
瑠
璃
の
創
作
に
お
け
る
、
謡
曲
受
容
の
様
相
を
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

本
稿
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
と
、
「
い
く
さ
語
り
」
 
の
文
芸
が
如
何
に
展
開
す
る
の
 
 

か
、
そ
の
実
態
を
追
究
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
。
 
 

二
 
古
浄
瑠
璃
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
と
謡
曲
（
兼
平
）
 
 

古
浄
瑠
璃
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
は
、
『
平
家
物
語
』
巻
第
七
・
八
・
九
の
 
 

義
仲
関
係
章
段
を
引
用
し
、
信
濃
に
お
け
る
源
義
仲
の
旗
揚
げ
か
ら
、
近
江
に
お
け
る
 
 

義
仲
の
最
期
ま
で
を
語
る
。
阪
口
弘
之
氏
に
よ
っ
て
、
金
平
浄
瑠
璃
史
上
重
要
な
役
割
 
 

（
コ
〉
 
 

を
果
た
し
た
浄
瑠
璃
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
木
曽
最
期
」
 
 

の
「
い
く
さ
語
り
」
の
先
駆
的
作
品
と
も
言
え
よ
う
。
二
つ
の
浄
瑠
璃
は
、
本
文
畳
に
 
 

は
大
き
な
相
違
が
あ
る
が
、
重
な
る
本
文
も
多
い
。
阪
口
氏
は
、
先
行
す
る
別
の
浄
瑠
 
 

璃
作
品
の
存
在
を
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
と
も
へ
』
正
本
に
は
、
 
 

「
同
情
兵
衛
」
と
い
う
作
者
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
共
に
、
 
 

浄
瑠
璃
作
者
同
情
兵
衛
の
作
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

両
浄
瑠
璃
に
、
謡
曲
（
兼
平
）
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
最
後
の
六
段
で
あ
 
 

（
3
⊥
 
 

る
。
い
ま
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
よ
り
、
義
仲
の
最
期
を
語
る
件
り
を
見
た
い
。
 
 
 

さ
て
吉
中
が
、
心
ぼ
そ
く
も
た
ゞ
一
き
、
あ
わ
づ
が
は
ら
へ
と
お
ち
ら
る
ゝ
、
J
 
 
 

ろ
は
む
つ
き
の
す
へ
つ
か
た
、
み
ね
の
し
ら
ゆ
き
む
ら
ぎ
ゑ
て
、
た
に
の
か
う
り
 
 

手
に
て
ま
し
ま
せ
バ
。
た
ま
り
も
あ
へ
ず
馬
上
よ
り
。
を
ち
こ
ち
の
土
と
な
る
。
 
 
 

こ
の
本
文
は
〔
ク
セ
〕
の
小
段
で
あ
り
、
W
曲
の
中
心
を
占
め
、
音
曲
的
に
も
変
化
 
 

に
富
み
、
謡
の
聞
か
せ
所
で
も
あ
る
。
〔
ク
セ
〕
 
は
七
五
調
を
基
調
と
す
る
小
段
で
あ
 
 

る
こ
と
か
ら
、
（
兼
平
）
 
の
語
り
の
調
子
が
、
浄
瑠
璃
の
語
り
の
調
子
に
も
受
容
さ
れ
 
 

【
】
ユ
 
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

但
し
、
（
兼
平
）
の
「
春
め
き
な
が
ら
冴
え
返
り
」
以
下
の
句
を
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
 
 
 

も
と
け
ざ
り
け
る
、
う
へ
は
こ
お
な
る
ふ
か
だ
に
、
か
く
と
も
し
ら
で
吉
中
、
馬
 
 

を
さ
つ
と
か
け
お
と
し
、
う
て
ど
も
ゆ
か
ず
、
ひ
け
ど
も
あ
が
ら
ず
、
こ
ま
の
か
 
 
 

し
ら
も
み
へ
ば
こ
そ
、
何
と
な
ら
ん
み
の
は
て
、
せ
ん
か
た
も
な
く
あ
き
れ
は
て
、
 
 

此
ま
～
ぢ
か
い
せ
ん
と
、
か
た
な
に
て
を
か
け
給
へ
ば
、
さ
る
に
て
も
か
ね
平
が
、
 
 

ゆ
く
へ
い
か
に
と
、
お
ち
か
た
の
あ
と
を
み
か
へ
り
給
ふ
を
、
「
き
そ
六
だ
ん
」
 
 
 

「
比
は
睦
月
の
末
つ
方
」
 
「
駒
の
頭
も
見
え
ば
こ
そ
」
等
、
所
々
に
七
五
調
の
語
り
 
 

T
こ
 
 

が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
以
下
の
謡
曲
 
（
兼
平
〉
 
本
文
と
関
連
が
あ
る
。
 
 

【
資
料
A
】
 
元
和
卯
月
本
 
（
兼
平
）
 
9
段
 
 

〔
ク
セ
〕
（
同
音
）
…
…
扱
其
後
に
木
曽
殿
ハ
。
心
ぼ
そ
く
も
た
ゞ
W
騎
。
粟
津
 
 

の
ハ
ら
の
あ
な
た
な
る
松
原
さ
し
て
お
ち
給
ふ
；
ノ
句
下
掛
り
系
本
ナ
シ
）
 
 
 

上
シ
テ
＼
笥
。
 
 

り
。
あ
や
し
や
通
路
の
末
し
ら
雪
の
う
す
氷
。
探
田
に
馬
を
か
け
お
と
し
。
ひ
け
 
 

ど
も
あ
か
ら
ず
う
て
ど
も
ゆ
か
ぬ
望
月
の
。
こ
ま
の
か
し
ら
も
見
え
ば
こ
そ
こ
は
 
 

何
と
な
ら
ん
身
の
は
て
。
せ
む
か
た
も
な
く
あ
き
れ
は
て
。
此
ま
～
自
害
せ
バ
や
 
 

と
て
。
か
た
な
に
。
手
を
懸
給
ひ
し
が
。
去
に
て
も
兼
平
が
ゆ
く
ゑ
い
か
に
と
を
 
 

ち
か
た
の
跡
を
見
か
へ
り
給
へ
ば
 
 

上
シ
テ
＼
い
づ
く
よ
り
来
り
け
ん
。
 
 

同
今
ぞ
命
ハ
つ
き
ゆ
ミ
の
。
夫
ひ
と
つ
来
て
う
ち
甲
に
か
ら
り
と
い
る
。
い
た
 
 

同
（
同
音
）
春
め
き
な
が
ら
さ
え
か
へ
り
。
比
叡
の
山
風
の
雲
行
空
も
く
れ
ハ
ど
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り
も
と
け
ざ
り
け
り
。
む
か
ひ
の
岡
へ
す
ぢ
か
ひ
に
と
こ
～
ろ
ざ
す
。
つ
ら
～
む
 
 

す
べ
る
田
を
よ
こ
に
う
つ
ほ
ど
に
。
二
‥
・
：
 
 

「
巻
第
三
十
五
粟
津
が
せ
ん
の
事
」
 
 
 

浄
瑠
璃
『
き
そ
物
が
た
り
』
は
、
単
に
謡
曲
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
義
仲
の
 
 

最
期
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
又
、
謡
曲
は
、
「
今
ぞ
命
は
」
以
下
、
義
仲
は
、
 
 

何
処
か
ら
と
も
な
く
飛
ん
で
き
た
矢
に
当
た
り
、
落
馬
し
て
果
て
た
と
語
る
。
し
か
し
、
 
 

『
き
そ
物
が
た
り
』
は
、
以
下
の
ご
と
く
続
く
。
 
 

が
射
た
様
「
よ
つ
ぴ
い
て
ひ
や
う
と
い
る
」
 
と
は
、
『
平
家
物
語
』
の
 
「
三
浦
の
石
田
 
 

次
郎
為
久
、
お
か
～
て
出
頭
笥
ゐ
る
」
と
重
な
る
。
し
か
し
、
『
平
 
 

（
7
）
 
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、
射
ら
れ
た
義
仲
は
、
「
い
た
手
な
れ
ば
、
封
 
 

う
を
馬
の
か
し
ら
に
あ
て
て
う
つ
ぶ
し
給
へ
る
処
に
」
 
（
巻
第
九
 
「
木
曽
の
さ
い
ご
の
 
 

事
」
）
 
と
、
馬
上
に
伏
し
た
と
あ
り
、
浄
瑠
璃
が
落
馬
し
た
と
語
る
点
は
、
謡
曲
に
沿
 
 

は
引
か
ず
、
「
峰
の
白
雪
む
ら
消
え
て
」
 
以
下
の
ご
と
く
語
る
。
こ
の
一
句
は
、
本
稿
 
 

で
検
討
す
る
浄
瑠
璃
に
は
殆
ど
引
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
浄
瑠
璃
作
者
が
、
（
兼
平
）
〔
ク
 
 

セ
〕
の
、
枕
詞
や
掛
詞
等
の
修
辞
の
重
用
さ
れ
た
本
文
を
嫌
っ
た
も
の
か
、
当
該
本
文
 
 

を
解
さ
な
か
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
 
 

（
6
）
 
 
 

こ
こ
は
、
以
下
の
『
源
平
盛
衰
記
』
の
本
文
に
近
い
。
 
 

げ
人
 
 
 

木
曽
ハ
今
井
を
ふ
り
す
て
～
。
な
わ
て
に
ま
か
せ
て
あ
ゆ
ま
せ
行
。
こ
ろ
ハ
元
 
 

う
ち
か
ぶ
と
に
、
は
つ
し
と
た
ち
、
馬
よ
り
下
に
お
ち
給
ふ
を
、
た
め
久
は
し
り
 
 
 

よ
つ
て
、
く
び
か
き
～
り
、
き
つ
さ
き
に
つ
ら
ぬ
き
、
あ
さ
ひ
し
や
う
ぐ
ん
吉
中
 
 
 

を
ば
、
い
し
だ
の
は
ん
ぐ
わ
ん
た
め
久
打
と
つ
た
り
と
、
た
つ
か
ら
か
に
よ
ば
わ
 
 
 

り
け
る
、
 
 

「
き
そ
六
だ
ん
」
 
 

謡
曲
は
、
義
仲
を
射
た
石
田
為
久
の
名
を
引
か
な
い
。
こ
れ
は
、
『
平
家
物
語
』
や
 
 

『
源
平
盛
衰
記
』
等
を
参
照
し
な
く
て
は
、
語
り
得
な
い
名
で
あ
る
。
又
、
石
田
為
久
 
 

り
や
く
ぐ
ハ
ん
ね
ん
 
 

い
し
だ
の
は
ん
ぐ
わ
ん
た
め
ひ
さ
、
よ
つ
ぴ
い
て
ひ
や
う
と
い
る
や
、
吉
な
か
の
 
 

暦
元
年
正
月
廿
日
の
事
な
れ
バ
。
ミ
ね
の
し
ら
雪
ふ
か
く
し
て
。
た
に
の
こ
ほ
 
 

っ
て
い
る
。
以
上
の
『
き
そ
物
が
た
り
』
に
窺
え
る
謡
曲
や
『
平
家
物
語
』
と
の
関
わ
 
 

り
は
、
古
浄
瑠
璃
『
と
も
へ
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
 
 

『
と
も
へ
』
の
語
る
「
木
曽
最
期
」
に
は
、
謡
曲
（
兼
平
）
本
文
、
及
び
『
平
家
物
語
』
 
 

や
『
源
平
盛
衰
記
』
本
文
、
双
方
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

又
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
「
六
だ
ん
」
は
、
義
仲
の
最
期
を
語
っ
た
後
、
義
仲
を
追
っ
 
 

て
太
刀
を
口
に
含
ん
で
自
害
し
た
兼
平
を
、
「
お
し
ま
ぬ
物
こ
そ
な
か
り
け
る
」
と
称
 
 

え
て
語
る
が
、
続
い
て
大
夫
房
覚
明
や
手
塚
太
郎
光
盛
の
最
期
も
語
る
。
 
 

こ
ゝ
に
だ
い
ぶ
ぽ
う
か
く
め
い
、
て
づ
か
の
太
郎
み
つ
も
り
は
、
た
ぜ
い
の
中
に
、
 
 

を
き
く
よ
り
も
、
今
は
何
を
か
ご
す
べ
き
、
さ
だ
ま
る
さ
い
ご
蒙
也
と
、
…
…
二
 
 
 

つ
の
く
び
を
た
か
く
さ
し
あ
げ
、
尋
引
 
 
 

ヨ
、
て
づ
か
の
太
郎
み
つ
も
り
、
だ
い
ぶ
ぼ
う
か
く
め
い
を
ば
、
す
ゞ
木
の
 
 

三
郎
し
げ
い
ゑ
う
ち
と
つ
た
り
と
、
…
‥
 
 

「
き
そ
六
だ
ん
」
 
 
 

『
平
家
物
語
』
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
件
り
は
見
え
ず
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
作
 
 

者
の
創
作
で
あ
ろ
う
が
、
謡
曲
（
兼
平
）
に
は
、
こ
れ
と
重
な
る
字
句
が
、
散
見
す
る
。
 
 

〔
上
ロ
ン
ギ
〕
‥
‥
‥
地
（
地
謡
）
＼
籾
其
後
に
思
ハ
ず
も
。
敵
の
か
た
に
こ
ゑ
た
 
 

ど
の
～
御
内
に
今
井
の
四
郎
 
同
（
同
音
）
兼
平
と
。
名
乗
り
か
け
て
。
大
勢
に
 
 
 

わ
つ
て
い
れ
バ
。
本
よ
り
。
一
騎
当
千
の
秘
術
を
あ
ら
ハ
し
大
勢
を
。
粟
津
の
み
 
 
 

ぎ
ハ
に
追
つ
め
て
い
そ
う
つ
浪
の
ま
く
り
ぎ
り
。
…
…
 
 
 
元
和
卯
月
本
1
0
段
 
 
 

二
噺
当
千
」
の
字
句
は
、
流
布
本
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
見
え
 
 

ず
、
か
わ
り
に
、
「
一
刃
当
千
」
の
字
句
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
字
句
の
使
用
か
 
 

ら
見
て
も
、
浄
瑠
璃
作
者
は
、
（
兼
平
）
 
の
、
兼
平
最
期
を
語
る
本
文
を
、
木
曽
二
党
 
 

の
他
の
武
者
の
合
戦
描
写
に
転
用
し
た
も
の
と
言
え
る
。
 
 
 

＼
今
ハ
何
を
か
期
す
べ
き
と
 
地
＼
思
ひ
定
て
兼
平
ハ
…
…
 
 大
音
あ
げ
。
木
瞥
 
 

か
け
へ
だ
た
つ
て
た
～
か
い
し
が
、
木
そ
殿
う
た
れ
給
ひ
ぬ
と
、
よ
ば
わ
る
こ
ゑ
 
 

て
ゝ
 
シ
テ
＼
木
曽
殿
う
た
れ
給
ひ
ぬ
と
 
地
＼
よ
バ
1
る
声
を
聞
し
よ
り
 
シ
テ
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し
か
し
、
以
上
の
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
に
窺
え
る
、
謡
曲
 
（
兼
平
）
本
 
 

文
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
果
た
し
て
、
浄
瑠
璃
作
者
が
謡
曲
本
文
を
座
右
に
参
照
し
 
 

て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
謡
曲
（
兼
平
）
9
■
1
0
段
の
本
文
な
ど
は
、
詰
 
 

ん
じ
る
ほ
ど
に
謡
曲
本
文
に
親
し
ん
で
い
た
浄
瑠
璃
作
者
が
、
『
平
家
物
語
』
本
文
を
 
 

参
照
し
つ
つ
、
自
在
に
本
文
を
取
り
混
ぜ
つ
つ
綴
っ
て
行
っ
た
、
と
見
る
方
が
妥
当
で
 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
に
は
、
他
に
も
謡
曲
（
実
盛
）
や
（
忠
 
 

度
）
の
本
文
を
部
分
的
に
引
用
し
て
い
る
件
り
も
あ
る
。
両
浄
瑠
璃
の
作
者
と
日
さ
れ
 
 

（
3
）
 
る
同
情
兵
衛
は
、
『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
吾
妻
鑑
』
を
詰
ん
じ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
 
 

謡
曲
に
も
親
し
ん
だ
浄
瑠
璃
作
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
 
 

一
方
、
古
浄
瑠
璃
『
巴
太
鼓
』
『
平
安
物
語
』
は
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
 
 

に
比
す
と
、
義
仲
を
射
た
石
田
為
久
の
名
を
語
ら
な
い
等
、
（
兼
平
）
 
本
文
と
の
関
わ
 
 

り
は
探
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
8
）
 
 
 

『
巴
太
鼓
』
一
段
目
は
、
義
仲
討
死
の
後
日
繹
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
源
頼
 
 

朝
の
面
前
で
、
酒
宴
の
興
に
と
「
わ
だ
の
さ
ゑ
も
ん
よ
し
も
り
・
は
た
け
山
の
し
や
う
 
 

じ
l
一
郎
し
げ
た
ゞ
」
 
の
二
人
が
、
「
し
か
た
に
い
た
し
中
上
ん
」
 
と
、
義
仲
・
兼
平
の
 
 

最
期
を
め
ぐ
る
「
い
く
さ
語
り
」
を
、
仕
方
話
に
語
る
。
作
中
の
登
場
人
物
に
よ
る
語
 
 

り
と
い
う
手
法
は
、
謡
曲
と
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
 
 

是
義
仲
に
つ
か
へ
に
し
と
も
ゑ
と
い
へ
る
女
む
し
や
。
世
に
か
く
れ
き
な
大
ぢ
か
 
 

ら
。
粗
木
曽
殿
ハ
か
け
ま
け
て
。
心
ぼ
そ
く
も
只
一
き
。
あ
ハ
づ
の
は
ら
の
あ
な
 
 

た
成
ま
つ
ば
ら
さ
し
て
お
ち
給
ふ
。
 
 

（
第
こ
 
 

と
、
以
下
、
義
仲
最
期
の
語
り
が
続
く
が
、
巴
の
件
り
か
ら
、
「
さ
て
」
 
の
一
語
で
、
 
 

義
仲
の
件
り
へ
と
強
引
に
移
る
点
等
、
（
兼
平
）
 
の
 
「
い
く
さ
語
り
」
 
を
そ
の
ま
ま
飲
 
 

め
込
ん
だ
観
が
あ
る
。
『
巴
太
鼓
』
は
、
宇
治
加
賀
接
所
属
の
正
本
で
あ
り
、
加
賀
接
 
 

の
謡
曲
好
み
を
反
映
し
て
い
よ
う
か
。
 
 
 

又
、
古
浄
瑠
璃
『
平
家
物
語
』
は
、
全
七
巻
の
長
大
な
浄
瑠
璃
で
あ
る
が
、
実
際
に
 
 

（
9
）
 
 

語
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
読
み
物
と
し
て
享
受
さ
れ
た
作
品
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
謡
 
 

曲
 
（
兼
平
）
 
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
五
之
巻
第
三
」
 
で
あ
り
、
ほ
ぼ
、
（
兼
平
）
 
 

の
「
い
く
さ
語
り
」
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
中
に
は
義
仲
を
射
た
矢
音
を
「
い
づ
く
共
な
 
 

く
な
が
れ
央
一
つ
き
た
り
て
、
打
か
ぶ
と
に
は
つ
し
と
立
」
と
、
先
行
の
古
浄
瑠
璃
『
き
 
 

そ
物
が
た
り
』
や
『
と
も
へ
』
の
字
句
を
承
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
件
り
も
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
古
浄
瑠
璃
は
、
（
兼
平
）
 
や
『
平
家
物
語
』
と
の
関
り
に
程
度
の
差
は
あ
る
 
 

が
、
先
行
浄
瑠
璃
の
引
い
た
謡
曲
本
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
と
い
う
体
の
も
の
で
は
 
 

な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
瑠
璃
の
創
作
に
際
し
て
、
典
拠
本
文
が
そ
の
都
度
参
照
さ
れ
て
 
 

い
る
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

三
 
古
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
典
拠
本
文
 
 

古
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
は
、
「
竹
本
義
太
夫
正
本
」
と
内
題
に
あ
り
、
 
 

元
禄
十
一
年
に
竹
本
義
太
夫
が
筑
後
接
を
受
領
す
る
以
前
の
浄
瑠
璃
で
あ
る
が
、
八
行
 
 

本
と
十
行
本
と
が
あ
り
、
天
理
図
書
館
等
に
蔵
さ
れ
る
十
行
本
（
未
見
）
は
、
奥
附
に
 
 

近
松
門
左
衛
門
が
義
太
夫
と
連
名
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
、
近
松
作
の
可
能
性
も
 
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
全
五
段
で
、
古
浄
瑠
璃
『
き
そ
物
が
た
り
』
の
人
物
設
定
等
を
置
 
 

（
1
U
－
 
 

き
換
え
て
利
用
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
段
は
、
「
綴
 
 

代
る
ま
づ
 
も
そ
の
後
」
 
と
い
う
古
浄
瑠
璃
作
品
に
典
型
的
な
冒
頭
句
で
は
な
く
、
「
春
ハ
先
さ
く
 
 

む
め
ぞ
の
 

ち
や
 
 

梅
園
の
。
し
バ
を
ろ
に
切
る
茶
の
く
ハ
い
よ
り
や
よ
ひ
は
花
の
た
そ
が
れ
や
」
と
、
七
 
 

（
－
1
）
 
 

五
調
を
基
調
と
す
る
語
り
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
義
仲
の
悪
行
が
語
ら
れ
る
。
 
 

【
資
料
B
】
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
（
第
こ
 
 

こ
～
に
し
な
の
げ
ん
じ
の
大
し
や
う
さ
ま
の
か
ミ
き
そ
よ
し
な
か
ハ
。
し
ん
し
う
 
 

を
出
し
よ
り
…
…
ミ
づ
か
ら
あ
さ
ひ
し
や
う
ぐ
ん
に
へ
あ
が
り
け
う
の
。
お
ご
り
 
 

を
き
ハ
め
ら
る
。
つ
き
し
た
が
ふ
ら
う
ど
う
に
ハ
、
ひ
ぐ
ち
の
二
郎
か
ね
ミ
つ
。
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の と 
宴席 

そ 
騎 

く 
）  

祢 

のゐ 

っ の 

て入 大や 
り 

仲 

ひ 

小 
でく 

と 

、義仲を誠める に二亡 

た 

と い 日 

な 
伊達 

ゑのわ ・ 
の小 

見え 図 の た 

き 
かな 

いこ 
がらう じ し 

ぶ 郎 
（濁 

とは不 －やま 

審 女房 だと 

だてのこや 
て 

。 

であるが た 抑 

、 

る。   

ち 

止嵐   
こ  かた  

吹の 
ま 定 

山   

山」 

り の う た；  
貰 料  

C  

】   

な ハ ゑ き  『   
信 濃   ひ も に ん  0 の  

源         す く   

共 む ハ  氏   

た の 0  と 月 0監  木 曽 物  
雲昆   

ハ い わ の  是≡   

し く づ ゑ  垂  や さ か い   
き に に き  臼  

〔  Jこ  

和  

0 に 商 〕  卯  
此残善言  

本  

：   

9 段   

奮わ   

さ
せ
よ
と
な
ミ
だ
な
が
ら
に
の
給
へ
 
 

噂
が
ハ
く
ち
お
し
き
御
ぢ
や
う
か
な
。
 
 

さ
す
が
に
憩
有
木
り
や
別
の
人
手
に
か
 
 

・り  

ル
 
 

地
色
中
 

ゝ
り
給
ハ
ん
こ
と
。
ま
つ
だ
い
の
御
ち
 
 

■
「
 
じ
ょ
く
。
た
ゞ
御
じ
が
い
候
べ
し
習
 
 

バ
も
や
が
て
ま
い
ら
ん
に
。
何
と
ぞ
お
 
 
 

ち
よ
と
の
給
ふ
ぞ
さ
り
と
ハ
つ
ら
き
御
 
 

〉 ば
し
。
き
へ
入
な
く
斗
。
封
u
l
州
叫
射
御
 
 

ル
揖
 
 

ウ  

ぢ
や
う
有
け
る
ハ
。
お
ほ
く
の
か
た
き
 
 
 

を
の
が
れ
し
も
な
ん
ぢ
が
い
の
ち
た
す
 
 

り
，
－
 
け
た
き
。
し
よ
ぞ
ん
有
つ
る
ゆ
へ
ぞ
か
 
 

人ソ  

し
。
何
と
ぞ
一
ぽ
う
う
ち
や
ぶ
ら
ん
い
 
 

、
し
 

づ
く
へ
な
り
共
お
ち
て
ゆ
け
。
ち
ぎ
り
 
 
 

く
ち
ず
ハ
の
ち
の
よ
ハ
か
な
ら
ず
め
ぐ
 
 

り
あ
ふ
べ
き
ぞ
。
あ
と
と
ぶ
ら
ひ
て
え
 
 

ウ  

く
れ
な
が
ら
う
し
ろ
よ
り
御
か
た
き
大
 
 

ぜ
い
に
て
お
つ
か
け
た
り
ミ
づ
か
ら
ふ
 
 

膏■  

せ
ぎ
や
仕
ら
ん
。
さ
ハ
さ
り
な
が
ら
う
 
 
 

ら
め
し
や
こ
れ
が
此
よ
の
ミ
は
て
か
 
 

と
。
こ
ま
の
た
づ
な
に
と
り
つ
き
て
し
 
 
 

そ
ど
の
ハ
し
ゆ
じ
う
二
き
に
う
ち
な
さ
 
 

れ
。
は
や
て
つ
ぺ
き
の
ち
か
ら
も
お
れ
 
 

あ
の
ま
つ
ば
ら
に
お
ち
ゆ
き
て
。
御
は
 
 

ら
め
さ
れ
候
へ
と
割
山
叫
ゑ
の
ま
へ
に
す
 
 

リ  

中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
 
～
め
ら
れ
。
…
…
封
訂
叫
刹
ハ
な
 
 

下 

卜  

L  

せ
た
よ
り
ま
い
り
あ
ひ
て
又
三
百
余
騎
に
 
 

成
ぬ
 
 

上
シ
テ
＼
其
複
合
戦
た
ひ
ぐ
に
て
。
又
 
 

主
従
二
厳
に
う
ち
な
さ
る
。
 
 

下
同
（
同
葺
い
ま
ハ
カ
な
し
。
あ
の
松
原
 
 

．
ハ
．
ル
■
L
町
 
に
お
ち
ゆ
き
て
。
御
腹
召
れ
候
へ
と
。
鶉
弔
 
 

す
ゝ
め
申
せ
バ
。
こ
ゝ
ろ
ば
そ
く
も
主
従
 
 

l
一
騎
。
粟
津
の
松
原
さ
し
て
落
給
ふ
 
 

〔
ク
セ
〕
（
同
葦
刹
判
申
や
う
。
後
よ
り
御
 
 

敵
大
勢
に
て
退
か
け
た
り
。
ふ
せ
ぎ
や
仕
 
 

覧
と
て
。
駒
の
手
綱
を
か
へ
せ
バ
。
①
粥
 
 

劇
御
綻
有
け
る
ハ
。
お
ほ
く
の
。
か
た
 
 

き
を
の
か
れ
し
も
汝
一
所
に
な
ら
バ
や
 
 

の
。
所
存
有
つ
る
故
ぞ
と
て
お
な
じ
く
か
 
 

、
．
し
 
 

へ
し
給
へ
ば
。
兼
平
又
申
や
う
。
こ
ハ
ロ
 
 

慣
き
御
詭
か
な
。
さ
す
が
に
②
剰
酬
矧
の
 
 
 

人
手
に
か
～
り
給
ハ
ん
車
。
末
代
の
御
恥
 
 

、
し
1
．
■
 
辱
。
た
ゞ
御
自
害
あ
る
べ
し
。
剣
淵
も
や
 
 

が
て
参
ら
ん
と
の
。
兼
平
に
い
さ
め
ら
れ
 
 

又
ひ
つ
か
へ
し
落
給
ふ
。
（
以
下
、
盲
科
人
】
 
 

本
文
二
積
続
ス
ル
）
 
 

①
木
曽
殿
－
義
仲
（
下
掛
り
系
版
行
本
）
 
 

②
永
由
殿
の
－
義
仲
の
 
（
下
掛
り
系
版
行
本
）
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謡
曲
（
兼
平
）
に
は
、
作
中
に
巴
に
触
れ
る
件
り
は
無
く
、
『
平
家
物
語
』
「
木
曽
最
 
 

期
」
の
内
容
を
知
る
看
で
な
く
し
て
は
、
巴
の
名
が
挙
が
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
 
 

字
句
の
細
か
な
一
致
か
ら
見
て
も
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
作
者
が
、
謡
曲
本
文
を
 
 

参
照
し
っ
つ
、
そ
こ
に
創
作
を
加
え
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
が
、
謡
本
 
 

等
を
座
右
に
参
照
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

そ
し
て
、
浄
瑠
璃
作
者
は
、
謡
曲
の
義
仲
・
兼
平
主
従
の
別
れ
を
、
義
仲
■
巴
男
女
 
 

の
別
れ
と
し
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
涙
に
む
せ
ぶ
別
れ
と
し
て
語
る
。
浄
瑠
璃
は
続
く
 
 

件
り
で
も
、
義
仲
・
巴
の
涙
を
語
る
が
、
謡
曲
（
兼
平
）
に
涙
に
触
れ
る
本
文
は
な
く
、
 
 

『
平
家
物
語
』
も
、
浄
瑠
璃
ほ
ど
に
、
義
仲
・
巴
の
別
れ
を
涙
と
語
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

浄
瑠
璃
が
、
巴
を
、
「
駒
の
手
綱
に
取
り
付
き
、
し
ば
し
消
え
入
り
泣
く
ば
か
り
」
 
 

と
す
る
の
は
、
『
平
家
物
語
』
の
兼
平
が
、
共
に
引
き
返
そ
う
と
す
る
義
仲
を
、
「
主
の
 
 

馬
の
水
つ
き
に
取
付
。
涙
を
は
ら
ノ
＼
と
な
が
ひ
て
」
 
（
巻
第
九
 
「
木
曽
の
さ
い
ご
の
 
 

卓
」
）
 
止
め
た
と
す
る
の
に
想
を
得
て
、
よ
り
涙
の
描
写
を
強
調
し
、
男
女
の
別
れ
へ
 
 

と
転
換
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
以
下
の
傍
線
部
本
文
か
ら
は
、
『
信
濃
源
氏
 
 

木
曽
物
語
』
作
者
が
、
『
平
家
物
語
』
本
文
を
も
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
 
 

あ
げ
う
ら
み
。
な
ミ
だ
ぞ
せ
き
あ
へ
ね
。
 
 

「
ご
ん
。
わ
す
れ
ハ
や
ら
じ
と
J
劇
融
 
 

ウ  

き
そ
御
な
み
だ
の
ひ
ま
よ
り
も
。
‥
…
・
大
き
に
い
か
つ
て
の
給
へ
ば
。
と
も
ゑ
な
 
 

ミ
だ
に
く
れ
な
が
ら
…
…
と
ハ
い
ひ
な
が
ら
い
き
わ
か
れ
ち
ぎ
り
ハ
く
ち
ぬ
も
の
 
 

な
が
ら
。
い
つ
か
ハ
又
も
あ
ひ
ミ
ま
し
ナ
フ
と
の
さ
ま
さ
ら
ば
や
。
ヲ
ヽ
さ
ら
ば
。
 
 

三
重
 
 

く
く
と
な
ミ
だ
の
。
わ
か
れ
ぞ
あ
ハ
れ
な
る
た
が
ひ
の
。
心
ぞ
＼
も
の
う
け
 
 

れ
…
…
き
そ
ど
の
今
ハ
こ
れ
ま
で
也
此
ま
ト
じ
が
い
せ
ば
や
と
て
。
か
た
な
に
手
 
 

を
か
け
給
ひ
し
が
。
さ
る
に
て
も
と
も
ゑ
の
ま
へ
ゆ
く
ゑ
い
か
に
と
を
ち
か
た
 
 

の
。
創
考
瑚
ヨ
1
 
 

「
第
三
」
 
 

ふ
か
く
に
ミ
へ
給
ふ
。
 
 

傍
線
部
は
、
謡
曲
に
は
相
当
す
る
本
文
が
見
当
た
ら
ず
、
『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
 
 

記
』
を
踏
ま
え
て
、
義
仲
が
涙
な
が
ら
に
馬
上
に
伏
し
た
と
語
る
。
 
 
 

し
か
し
、
義
仲
は
ま
だ
絶
命
し
て
お
ら
ず
、
続
い
て
、
 
 

し
か
る
所
へ
両
し
や
う
う
ぢ
せ
た
を
う
ち
や
ぶ
り
。
…
…
あ
ハ
津
が
ハ
ら
に
と
り
 
 

か
け
と
き
を
ど
つ
と
ぞ
あ
げ
に
け
る
。
き
そ
ど
の
こ
れ
に
お
ど
ろ
き
て
ふ
り
あ
を
 
 

の
が
せ
給
ふ
と
き
。
す
で
に
い
の
ち
ハ
つ
ゆ
き
ミ
の
や
ひ
と
つ
き
た
つ
て
う
ち
か
 
 

ひ
し
や
う
ぐ
ん
よ
し
な
か
を
い
し
だ
の
二
郎
が
う
ち
と
つ
た
り
と
よ
ば
ト
れ
ば
。
 
 

「
第
三
」
 
 

む
ざ
ん
や
な
と
も
ゑ
の
ま
へ
き
く
と
ひ
と
し
く
と
つ
て
か
へ
し
 
 

と
、
今
度
は
謡
曲
と
同
じ
く
、
義
仲
は
絶
命
し
て
落
馬
し
た
と
語
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
作
者
は
、
『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
と
が
、
ど
こ
が
 
 

血
致
し
、
異
な
る
の
か
を
熟
知
し
て
お
り
、
そ
の
上
で
謡
曲
の
兼
平
の
言
動
を
巴
に
入
 
 

れ
替
え
る
等
の
手
を
加
え
、
『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
の
、
双
方
の
語
り
を
採
り
入
れ
、
 
 

新
た
な
「
い
く
さ
語
り
」
を
創
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
と
 
 

の
単
に
合
成
し
て
成
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
典
拠
本
文
を
、
部
分
部
分
に
切
り
離
し
、
 
 

前
後
さ
せ
て
、
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
よ
う
本
文
を
補
う
と
い
う
、
か
な
り
複
雑
な
本
文
 
 

構
成
を
伴
う
。
こ
う
し
た
本
文
構
成
法
が
、
浄
瑠
璃
の
「
い
く
さ
語
り
」
 
の
長
大
化
を
 
 

促
し
、
又
、
複
数
の
典
拠
か
ら
の
要
素
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
そ
の
語
り
の
内
容
を
、
 
 

豊
か
に
、
逆
に
言
え
ば
、
複
雑
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

又
、
検
討
は
後
と
す
る
が
、
続
く
四
段
目
は
、
忠
臣
今
井
兼
平
の
言
動
を
中
心
に
語
 
 

り
、
よ
り
謡
曲
 
（
兼
平
）
 
と
の
関
わ
り
が
深
い
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
信
 
 

濃
源
氏
木
曽
物
語
』
は
、
『
平
家
物
語
』
や
謡
曲
か
ら
、
構
想
を
も
受
け
継
い
だ
わ
け
 
 

で
は
な
い
。
先
に
触
れ
た
通
り
、
こ
の
浄
瑠
璃
は
暗
君
対
忠
臣
の
構
図
で
構
成
さ
れ
て
 
 

い
る
。
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
は
、
義
仲
を
諌
め
、
真
の
忠
節
を
尽
く
し
た
家
臣
を
 
 
 

ぶ
と
に
か
ら
り
と
い
る
。
い
た
で
に
て
ま
し
ま
せ
ば
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
お
ち
給
ふ
 
 

到
。
す
か
さ
ず
た
ち
よ
り
く
び
う
ち
お
と
し
き
つ
さ
き
に
さ
し
つ
ら
ぬ
き
。
あ
さ
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ら
ぬ
大
し
や
う
に
。
何
の
い
の
ち
を
す
て
申
さ
ん
。
た
ゞ
両
め
い
ハ
ぎ
に
よ
つ
て
 
 

か
る
し
。
…
…
 
 

「
第
五
」
 
 
 

伊
達
の
小
弥
太
は
、
こ
の
五
段
に
お
い
て
、
妻
山
吹
や
巴
と
共
に
、
頼
朝
よ
り
称
え
 
 

ら
れ
、
助
命
さ
れ
る
。
三
・
四
段
は
、
謡
曲
を
引
い
て
兼
平
の
忠
節
な
ど
も
語
っ
た
が
、
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
作
者
が
梢
想
の
中
心
に
置
い
た
も
の
は
、
一
段
に
義
仲
を
諌
 
 

め
、
五
段
に
も
、
自
ら
再
三
義
仲
を
諌
め
た
と
訴
え
る
小
弥
太
の
忠
節
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

片
や
兼
平
は
、
忠
臣
の
一
人
と
し
て
焦
点
を
当
て
ら
れ
つ
つ
も
、
四
段
目
に
し
か
登
 
 

場
し
な
い
。
こ
の
作
品
の
構
成
に
不
統
“
を
感
じ
た
浄
瑠
璃
作
者
が
い
た
も
の
か
、
『
信
 
 

濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
関
連
作
に
、
古
浄
瑠
璃
『
束
鑑
後
撰
集
』
『
兼
平
』
が
あ
る
。
 
 

四
 
古
浄
瑠
璃
『
東
鑑
後
撰
集
』
－
『
兼
平
』
 
 

－
 
今
井
兼
平
の
忠
節
を
語
る
「
い
く
さ
語
り
」
 
へ
 
 

『
束
鑑
後
撰
集
』
は
、
土
佐
少
接
の
語
っ
た
浄
噺
璃
で
あ
り
、
東
京
都
立
中
央
図
書
 
 

館
加
賀
文
庫
等
に
元
禄
九
年
、
江
戸
の
大
伝
馬
二
丁
目
木
下
甚
右
衛
門
開
板
の
正
本
が
 
 

1
1
コ
）
 
 

伝
存
し
て
い
る
が
、
鳥
居
フ
ミ
子
氏
に
よ
り
、
先
行
し
た
稽
古
本
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
 
 

て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
正
本
は
、
曲
節
譜
等
の
一
切
を
欠
き
、
四
段
の
掛
け
合
い
形
 
 

称
え
る
と
い
う
構
想
の
下
で
、
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
で
称
え
ら
れ
る
忠
臣
と
は
、
以
下
の
五
段
の
本
文
に
 
 

見
る
通
り
、
頼
朝
が
木
曽
四
天
王
随
一
と
す
る
伊
達
の
小
弥
太
で
あ
る
。
 
 
 

よ
り
と
も
御
ら
ん
じ
ヨ
皿
 
 
 

ず
い
一
と
。
あ
ざ
な
を
よ
ば
～
る
さ
ぶ
ら
ひ
が
人
一
ば
ん
に
さ
ま
を
く
ゞ
り
。
お
 
 
 

ち
う
せ
た
る
を
く
び
や
う
さ
よ
と
の
給
へ
ば
。
ち
か
た
ゞ
承
り
さ
ん
候
。
か
や
う
 
 

く
な
れ
ば
さ
い
三
か
ん
げ
ん
申
て
候
。
…
…
ち
う
し
ん
ね
い
じ
ん
の
わ
か
ち
も
し
 
 

し
ゆ
け
う
に
ち
や
う
じ
。
は
う
ら
つ
を
つ
く
さ
れ
候
ゆ
へ
。
し
ん
た
る
も
の
～
や
 
 

に
な
ハ
め
に
お
よ
び
申
わ
け
い
た
す
に
ハ
候
ハ
ね
ど
。
…
…
 し
ゆ
く
ん
よ
し
な
か
 
 

式
の
語
り
に
も
役
表
記
等
が
無
い
た
め
、
実
際
の
語
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
 
 

か
は
不
明
で
あ
り
、
又
、
読
み
物
と
し
て
も
少
々
難
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
 
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
は
、
全
六
段
で
あ
り
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
は
段
構
成
が
 
 

（
－
↓
）
 
 

異
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
鈴
木
博
子
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
両
作
品
の
関
係
は
深
く
、
 
 

一
段
か
ら
四
段
目
ま
で
は
『
信
浪
源
氏
木
曽
物
語
』
と
関
わ
る
本
文
が
非
常
に
多
く
、
 
 

両
浄
瑠
璃
問
に
関
連
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
伝
存
す
る
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
 
 

正
本
に
刊
行
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
の
浄
瑠
璃
が
先
行
す
る
の
か
 
 

問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
鈴
木
氏
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
が
先
行
す
る
 
 

と
推
定
さ
れ
た
。
稿
者
も
こ
の
後
検
討
す
る
、
四
段
目
の
本
文
や
、
元
禄
六
年
に
刊
行
 
 

さ
れ
た
ら
し
い
古
浄
瑠
璃
『
兼
平
』
と
の
関
係
か
ら
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
が
先
 
 

行
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 
 
 

但
し
、
こ
の
『
庚
鑑
後
撰
集
』
五
二
ハ
段
目
は
、
源
義
経
と
静
御
前
の
色
模
様
等
を
 
 

語
っ
て
お
り
、
前
の
四
段
ま
で
と
の
関
連
が
希
薄
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
「
初
段
」
 
 

の
語
り
川
し
に
も
あ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

挟
も
其
後
、
こ
ゝ
に
兵
衛
の
介
頼
朝
公
、
い
づ
の
く
に
に
て
は
た
を
あ
げ
、
束
国
 
 

の
い
く
さ
に
打
か
ち
、
す
ぐ
に
て
い
と
へ
せ
め
の
ぼ
ら
ん
と
思
召
所
に
、
同
じ
源
 
 

氏
の
る
い
よ
う
に
、
き
そ
の
く
は
ん
じ
や
よ
し
な
か
、
北
こ
く
よ
り
せ
め
の
ぼ
り
、
 
 

そ
く
じ
に
平
家
を
さ
い
か
い
の
な
み
に
ひ
や
う
は
く
せ
さ
せ
給
ふ
に
…
…
 
 
 

語
り
出
し
は
、
「
挟
も
そ
の
後
」
 
の
典
型
的
な
字
句
に
は
じ
ま
り
、
源
頼
朝
の
名
を
 
 

掲
げ
、
同
じ
く
源
氏
と
い
う
こ
と
か
ら
、
義
仲
を
語
る
。
そ
し
て
、
 
 
 

是
は
放
置
、
信
野
げ
ん
じ
の
大
将
、
き
そ
の
こ
ま
王
よ
し
仲
は
、
平
家
を
西
海
に
 
 

お
つ
く
だ
し
、
一
ま
づ
都
に
と
ゞ
ま
り
、
き
ん
ち
う
の
し
ゆ
ご
を
か
ふ
む
り
、
み
 
 

づ
か
ら
朝
日
将
ぐ
ん
に
へ
上
り
、
け
う
の
お
ご
り
を
き
は
め
た
ま
ふ
、
し
た
が
ふ
 
 

所
の
ら
う
ど
う
、
ひ
 
 

（
判
読
不
能
）
 
 

卑
に
し
な
兵
ロ
の
介
も
り
ず
み
、
た
か
な
し
五
郎
と
き
か
げ
、
山
田
の
さ
へ
も
 
 
 

ぐ
ち
の
二
郎
か
ね
み
つ
、
ね
の
い
の
大
や
た
、
だ
て
の
小
や
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と
、
義
仲
に
従
う
郎
等
を
語
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
先
の
【
資
料
B
】
の
『
信
濃
 
 

源
氏
木
曽
物
語
』
一
段
目
に
倣
っ
て
お
り
、
義
仲
の
郎
等
を
六
人
挙
げ
な
が
ら
「
五
人
 
 

の
倭
人
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
先
覚
が
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
を
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
 

（
1
5
）
 
 

に
先
行
す
る
と
見
ら
れ
た
根
拠
の
一
つ
が
あ
る
。
こ
の
六
人
日
の
倭
人
が
、
『
信
濃
源
 
 

氏
木
曽
物
語
』
で
は
、
木
曽
四
天
王
随
一
の
忠
臣
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
、
伊
達
の
小
 
 

（
1
6
）
 
 

弥
太
で
あ
る
。
『
東
鑑
後
撰
集
』
で
は
、
小
弥
太
は
初
段
よ
り
倭
人
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

続
い
て
、
『
平
家
物
語
』
巻
第
八
「
猫
間
の
事
」
に
よ
る
猫
間
中
納
言
光
高
卿
へ
の
 
 

狼
籍
を
語
る
等
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
l
段
の
構
成
は
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
重
な
 
 

る
が
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
に
倣
い
な
が
ら
も
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
が
、
伊
達
の
小
 
 

弥
太
を
倭
人
に
お
と
し
め
た
の
は
、
な
お
も
酒
宴
に
耽
る
義
仲
達
の
前
に
現
れ
る
、
今
 
 

井
四
郎
兼
平
を
語
る
た
め
で
あ
る
。
 
 

よ
し
中
跡
を
み
お
く
り
、
い
ら
ざ
る
ち
よ
く
し
に
さ
け
の
け
ふ
し
ば
ら
く
さ
め
し
 
 

ぞ
か
た
ぐ
と
、
又
か
た
ぶ
け
ん
と
し
給
ふ
所
に
、
今
井
の
四
郎
か
ね
平
、
か
み
 
 

お
し
み
だ
し
す
わ
う
の
霞
む
す
ん
で
か
た
に
打
か
け
、
た
か
あ
し
だ
を
は
く
ま
ゝ
 
 

に
、
三
ぽ
う
に
く
さ
か
り
が
ま
一
て
う
を
の
せ
、
か
ね
平
さ
か
な
仕
ら
ん
と
、
よ
 
 

し
な
か
の
ま
へ
に
お
き
、
つ
つ
立
あ
が
つ
て
立
た
る
は
、
さ
て
す
さ
ま
じ
か
り
け
 
 

る
し
だ
い
也
 
 

「
初
段
」
 
 
 

凄
ま
じ
い
出
立
で
豪
快
に
登
場
す
る
兼
平
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
兼
平
像
 
 

と
は
大
き
く
異
な
る
が
、
そ
う
し
た
出
立
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
異
な
り
、
『
虎
鑑
後
 
 

撰
集
』
の
兼
平
は
、
以
下
の
ご
と
く
、
義
仲
に
君
臣
の
道
を
説
い
て
諦
め
る
。
 
 

時
に
よ
し
仲
つ
 
 

い
さ
む
る
み
ち
あ
れ
ど
、
…
…
高
あ
し
だ
の
ぶ
れ
い
は
、
臣
下
の
忠
か
己
い
か
に
 
 

と
い
か
ら
る
～
、
兼
平
間
て
、
本
よ
り
君
は
そ
ま
木
こ
る
き
そ
の
山
が
に
す
み
給
 
 

酒
ゑ
ん
 
 

ん
は
る
つ
ぐ
と
て
、
 
 

ゆ
ふ
け
ふ
を
こ
の
み
け
り
 
 

「
初
段
」
 
 

っ
た
ち
あ
が
り
、
や
～
い
か
に
か
ね
平
、
尤
し
ん
と
し
て
き
み
を
 
 

以
上
五
人
の
ね
い
人
、
か
り
に
も
文
道
は
す
～
め
ず
、
日
や
 
 

治 さ 

兼 
調 

し 

ずて、 
ゞ 

王 

法 
を 

や 
ぶ 

り 

凶悪 

一 に 
つ 

繰 

のりま 

しま 

ら 
せば 

、関 
ん 

。   

東より打 

、松ばら て向ひ 

し  
さ  、   

、  ど   

か 
ね 
平 
が 

、 

い 

さ 

め 
を 
用 
ず 
よ 

し 

な 

か 
ゞ 

「 

な 
れ 
の 
は 
て 
こ 

そ 
か 

な 
し 

け 
れ 

耳  
「  

う
て
ど
も
引
共
あ
が
ら
ば
こ
そ
、
 
 

い
、
た
ゞ
父
上
の
け
ふ
よ
う
と
思
召
れ
候
ゆ
へ
、
ぶ
だ
う
は
た
つ
し
や
に
ま
し
ま
 
 

廿
易
叫
封
封
〓
轡
呵
、
の
ふ
い
ま
 
 

以
あ
ん
ず
る
に
、
か
の
唐
土
の
ご
わ
う
ふ
さ
、
せ
い
じ
に
ま
よ
い
、
ゑ
つ
王
を
か
 
 

へ
し
て
ほ
ろ
び
う
せ
た
り
し
、
 
 む
か
し
も
い
ま
ぞ
聞
給
へ
、
し
ん
が
い
さ
め
も
用
 
 

こ
は
何
と
な
ら
ん
み
の
ゆ
く
へ
、
さ
る
に
て
も
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は
つ
し
と
た
ち
、
馬
よ
り
下
に
お
ち
給
ふ
…
‥
・
 
 

「
三
だ
ん
め
」
 
 
 

こ
こ
も
、
謡
曲
を
引
い
た
語
り
で
あ
る
が
、
他
の
古
浄
瑠
璃
と
は
異
な
り
、
『
東
鑑
 
 

後
撰
集
』
の
義
仲
は
、
兼
平
の
諌
言
を
容
れ
な
か
っ
た
故
に
身
の
破
滅
を
招
い
た
と
、
 
 

自
ら
を
悔
い
る
。
義
仲
の
側
か
ら
も
、
諌
め
た
兼
平
の
正
当
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
三
段
目
に
語
ら
れ
る
義
仲
は
、
三
節
に
見
た
通
り
、
巴
と
 
 

共
に
涙
に
暮
れ
、
最
期
を
迎
え
た
。
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
が
、
三
段
の
義
仲
最
期
 
 

の
語
り
を
、
義
仲
・
巴
の
色
模
様
の
枠
で
語
っ
た
の
に
対
し
、
『
束
鑑
後
撰
集
』
は
、
 
 

兼
平
の
諌
言
に
触
れ
て
一
段
と
の
構
成
の
対
応
を
図
り
、
続
く
凶
段
の
兼
平
が
討
死
す
 
 

る
「
い
く
さ
語
り
」
 
へ
と
接
続
す
る
。
 
 
 

四
段
の
兼
平
の
登
場
も
、
「
扮
も
そ
の
後
、
こ
こ
に
又
、
木
曽
の
執
権
今
井
の
四
郎
 
 

兼
平
は
、
主
の
悪
逆
諌
め
か
ね
」
と
、
「
諌
め
」
 
に
触
れ
て
語
り
出
さ
れ
る
。
 
 
 

出
家
し
、
信
濃
に
隠
棲
し
て
い
た
兼
平
は
、
義
仲
を
慕
っ
て
近
江
の
欠
席
に
上
り
、
 
 

矢
橋
の
船
頭
よ
り
湖
上
か
ら
比
叡
の
名
所
の
案
内
を
受
け
つ
つ
粟
津
に
至
る
。
そ
し
 
 

て
、
粟
津
で
旅
寝
す
る
兼
平
の
夢
に
義
仲
の
霊
が
現
れ
、
粟
津
で
の
討
死
を
語
り
聞
か
 
 

せ
る
。
即
ち
、
こ
の
段
の
構
成
は
、
謡
曲
（
兼
平
）
 
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
借
り
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
謡
曲
と
は
、
以
下
の
通
り
、
人
物
の
役
配
置
に
の
み
相
違
が
あ
る
。
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
は
、
人
物
の
配
置
に
つ
い
て
も
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
に
倣
 
 

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
浄
瑠
璃
は
、
謡
曲
に
は
登
場
し
な
い
義
仲
の
霊
と
い
 
 

う
新
た
な
語
り
手
を
設
定
し
、
義
仲
自
身
に
最
期
を
語
ら
せ
た
。
謡
曲
 
（
実
盛
）
 
（
頗
 
 

政
）
等
、
む
し
ろ
修
羅
能
一
般
に
お
い
て
は
、
シ
テ
は
自
身
の
最
期
を
語
る
の
で
あ
る
 
 

が
、
（
兼
平
）
 
は
、
兼
平
の
塞
が
、
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
、
義
仲
の
最
期
を
語
る
と
 
 

ワ 後 前  
こ／－  シ′   

キ テ テ   

信 兼 船  束 苦  濃 平 頭  国 の 、   
の 霊 案   

僧  

は  兼   

平   

化   

身   

僧 義 船  『 束  

鑑  体 仲 頭   
の の   接   

兼 霊   撰  
平  集  』  

『 信   僧義船   

体 仲 頭  漉   の 、  源   
の  

兼 霊 実  氏 木  

平  悶     は   
義  Eコ 物  

仲  妻五 ロロ   

化   』  身  

封
。
か
へ
す
ぐ
も
く
や
し
さ
よ
」
と
語
る
が
、
そ
れ
は
二
言
悔
い
て
み
る
に
止
ま
り
、
 
 

三
段
に
義
仲
最
期
を
語
っ
た
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
で
は
、
四
段
に
義
仲
の
霊
が
、
 
 
 

た
の
か
た
を
み
し
所
に
、
い
づ
く
よ
り
来
り
け
ん
、
矢
一
つ
き
た
つ
て
、
内
か
ぶ
 
 
 

と
に
立
た
り
け
り
、
た
ま
り
も
あ
へ
ず
馬
上
よ
り
、
お
ち
こ
ち
の
士
と
成
、
 
 
 

こ
れ
も
、
【
資
料
A
】
に
見
た
謡
曲
本
文
を
引
用
し
た
、
義
仲
最
期
の
語
り
で
あ
る
 
 

が
、
謡
曲
に
兼
平
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
浄
瑠
璃
は
、
兼
平
不
在
と
い
う
設
定
に
合
わ
 
 

せ
、
「
軍
者
覚
明
に
諌
め
ら
れ
」
と
改
め
、
『
平
家
物
語
』
巻
第
八
「
鼓
判
官
の
事
」
「
法
 
 

住
専
合
戦
の
事
」
等
を
踏
ま
え
て
、
王
命
・
仏
法
に
背
い
た
報
い
と
し
、
語
り
手
義
仲
 
 

自
身
の
言
か
ら
、
「
汝
が
諌
め
用
い
ぬ
故
」
と
、
ま
た
も
兼
平
の
正
当
性
を
認
め
る
。
『
信
 
 

磯
漁
民
木
曽
物
語
』
四
段
の
義
仲
の
寛
も
、
 
 

悔
の
語
り
で
あ
る
。
 
 

我
か
ら
よ
び
し
こ
う
め
い
の
、
 
 

轟
－
q
こ
 
 

い
う
構
成
が
特
異
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
で
は
、
一
段
目
で
兼
平
は
隠
遁
し
、
義
仲
の
最
期
 
 

に
は
立
ち
会
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
義
仲
の
霊
と
い
う
語
り
手
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
 
 

で
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
が
、
謡
曲
の
語
り
の
構
成
法
を
織
る
か
ら
こ
そ
、
修
羅
能
一
般
 
 

の
棉
成
法
に
沿
っ
た
語
り
手
が
設
定
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
義
仲
の
霊
が
、
兼
平
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
「
い
く
さ
語
り
」
と
は
、
以
下
の
俄
 
 

や
是
迄
也
、
 
 

又
ひ
つ
か
へ
し
お
ち
け
る
が
、
折
か
ら
か
ん
ぷ
う
は
る
め
き
な
が
ら
、
さ
へ
り
 
 

二
二
〓
 
 

す
へ
白
ゆ
き
の
う
す
ご
ほ
り
、
ふ
か
田
に
馬
を
か
け
お
と
し
、
引
共
あ
が
ら
ず
打
 
 

共
ゆ
か
ぬ
望
月
の
、
こ
ま
の
か
し
ら
も
み
へ
ば
こ
そ
、
こ
は
な
に
と
な
ら
ん
み
の
 
 

は
て
、
さ
る
に
て
も
い
か
な
れ
ば
よ
し
な
か
程
の
弓
取
が
、
か
～
る
身
の
は
て
い
 
 

を
そ
む
き
、
 
 

か
な
る
ぞ
、
 
 

い
、
よ
し
つ
ね
と
た
い
ぢ
ん
し
、
つ
い
に
宇
ぢ
せ
た
を
う
ち
や
ぶ
ら
れ
、
今
は
は
 
 
 

じ
が
い
せ
ん
と
な
し
け
る
を
、
ぐ
ん
し
や
か
く
め
い
に
い
さ
め
ら
れ
、
 
 

な
ん
じ
が
い
さ
め
も
ち
い
ぬ
故
と
、
思
ひ
定
て
は
づ
か
し
く
、
そ
な
 
 

あ
る
い
は
又
、
仏
そ
う
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
人
じ
ゆ
を
た
ち
し
み
に
む
く
 
 

あ
さ
ひ
将
ぐ
ん
よ
し
仲
は
、
…
…
み
な
わ
う
め
い
 
 

「
お
こ
と
ら
が
き
ん
げ
ん
を
も
だ
せ
し
こ
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こ
の
後
、
義
仲
の
霊
は
、
「
今
は
う
ら
み
を
ひ
る
が
へ
し
、
我
あ
と
と
い
て
ゑ
さ
せ
 
 

封
剖
、
又
し
ゆ
ら
だ
う
の
と
き
の
こ
ゑ
、
つ
る
ぎ
の
や
い
ば
さ
は
が
し
く
、
よ
は
の
あ
 
 

ら
し
の
一
け
ぶ
り
、
み
や
う
火
と
な
つ
て
う
せ
給
ふ
」
と
、
自
ら
へ
の
回
向
を
願
い
、
 
 

再
び
修
羅
追
へ
と
戻
っ
て
行
く
。
こ
の
件
り
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
も
ほ
ぼ
同
 
 

様
で
あ
る
が
、
両
浄
瑠
璃
作
品
共
に
、
正
に
修
羅
能
そ
の
も
の
体
で
あ
る
。
 
 
 

夢
中
に
お
け
る
義
仲
の
霊
の
語
り
か
ら
覚
め
た
兼
平
は
、
僧
体
を
解
き
、
弔
い
の
合
 
 

戦
を
す
る
。
こ
の
合
戦
の
語
り
も
、
多
く
は
謡
曲
（
兼
平
）
 
1
0
段
の
本
文
に
よ
る
。
そ
 
 

し
て
、
四
段
は
、
以
卜
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。
 
 

さ
れ
ば
に
や
、
兼
平
か
た
み
の
馬
に
ゆ
ら
り
と
の
り
、
是
ぞ
さ
い
ご
の
く
は
 
 

（
底
本
．
げ
ん
と
ト
モ
見
h
ル
｝
 
 

取
ん
と
、
あ
ぶ
 
み
ふ
ん
ば
り
大
お
ん
あ
げ
、
き
そ
ど
の
～
み
う
ち
に
、
今
井
の
四
 
 

郎
か
ね
平
と
な
の
り
か
け
て
…
…
じ
が
い
の
手
本
よ
と
、
太
刀
を
く
は
へ
つ
ゝ
、
 
 
 

さ
か
様
に
つ
な
ぬ
か
れ
う
せ
に
け
り
、
忍
1
呵
刊
引
剖
 
 
 

自
身
の
最
期
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
又
、
伊
達
の
小
弥
太
の
諌
言
に
注
目
す
る
『
信
濃
 
 

源
氏
木
曽
物
語
』
で
は
、
や
は
り
兼
平
の
諌
言
が
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

つ
ま
り
『
東
鑑
後
撰
集
』
作
者
は
、
三
段
で
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
全
編
を
貫
く
草
子
 
 

地
的
な
語
り
手
の
立
場
か
ら
義
仲
の
最
期
を
語
り
、
四
段
で
は
、
義
仲
の
霊
の
側
か
ら
、
 
 

作
中
人
物
の
兼
平
に
自
身
の
最
期
を
語
ら
せ
る
と
い
う
、
語
り
手
を
違
え
た
二
つ
の
義
 
 

仲
最
期
の
「
い
く
さ
語
り
」
を
配
し
た
わ
け
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
に
こ
う
し
た
手
法
 
 

を
促
し
た
の
が
、
謡
曲
（
兼
平
）
 
で
あ
り
、
『
束
鑑
後
撰
集
』
作
者
は
、
『
信
濃
源
氏
木
 
 

曽
物
語
』
よ
り
も
、
諦
曲
の
 
「
い
く
さ
語
り
」
の
手
法
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
た
と
言
 
 

え
る
。
そ
し
て
、
暗
君
対
忠
臣
と
い
う
構
図
の
下
、
こ
う
し
た
手
法
を
通
し
て
、
忠
臣
 
 

兼
平
の
正
当
性
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

ど
つ
と
上
給
ふ
、
兼
平
が
さ
い
ご
の
し
ぎ
、
め
を
お
ど
ろ
か
す
は
た
ら
き
と
、
か
 
 
 

ん
ぜ
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
 
 

謡
曲
（
兼
平
）
の
、
シ
テ
兼
平
の
武
勇
を
称
賛
す
る
語
り
を
引
き
継
い
だ
本
文
で
あ
 
 

、
1
9
】
 
 

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
突
然
、
源
義
経
が
登
場
し
、
勝
ち
閑
を
上
げ
る
。
こ
 
 

れ
は
、
義
仲
一
党
が
討
死
し
た
三
段
末
の
語
り
も
同
様
で
あ
る
。
 
 

か
～
る
所
へ
ぎ
け
い
御
出
あ
り
、
先
は
て
う
て
き
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
り
と
、
か
ち
ど
 
 

き
三
ど
の
れ
い
を
な
し
、
き
ん
り
を
さ
し
て
ぞ
上
ら
る
～
、
よ
し
つ
ね
の
ぶ
こ
う
 
 

や
と
、
き
せ
ん
上
下
を
お
し
な
べ
、
か
ん
ぜ
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
 
 
 

古
浄
瑠
璃
作
品
の
段
結
尾
の
常
套
句
「
感
ぜ
ぬ
着
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
を
用
い
て
い
 
 

る
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
に
は
、
今
井
兼
平
の
忠
節
を
語
る
と
い
う
棉
想
が
見
出
せ
る
 
 

一
方
で
、
各
段
に
頼
朝
・
義
経
一
行
へ
の
称
賛
が
交
え
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
五
－
六
 
 

段
は
、
義
経
・
静
の
前
の
色
模
様
を
内
容
と
す
る
語
り
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
『
東
鑑
 
 

後
撰
集
』
結
末
の
六
段
目
は
、
「
げ
ん
じ
は
ん
ぜ
う
め
で
た
し
と
、
き
せ
ん
上
下
お
し
 
 

な
べ
、
か
ん
ぜ
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
と
、
源
氏
礼
賛
で
閉
じ
ら
れ
る
。
「
東
鑑
」
 
 

の
名
を
冠
す
る
『
東
鑑
後
撰
集
』
の
、
も
う
一
つ
の
構
想
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
 
 

凶
段
と
五
段
の
間
で
、
作
品
の
構
想
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。
 
 
 

但
し
、
こ
こ
に
、
『
兼
平
』
と
い
う
古
浄
瑠
璃
が
あ
る
。
 
 
 

『
兼
平
』
は
、
若
月
保
治
氏
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究
第
四
巻
土
佐
節
・
仙
台
節
篇
』
 
 

（
昭
和
十
九
年
十
一
月
刊
）
 
の
 
「
古
靭
文
庫
の
珍
本
追
加
」
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
て
お
 
 

り
、
若
月
氏
の
解
題
に
よ
る
と
、
「
難
波
規
明
正
本
」
「
貞
享
五
年
辰
の
七
月
吉
日
、
心
 
 

斎
橋
筋
安
堂
寺
町
秋
田
屋
板
」
等
の
記
載
が
あ
る
と
い
い
、
上
方
で
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
 
 

璃
で
あ
る
。
現
在
は
所
在
不
明
で
、
古
靭
文
庫
は
戦
災
に
遭
っ
た
こ
と
か
ら
、
既
に
失
 
 

わ
れ
た
本
か
も
知
れ
な
い
。
構
成
や
内
容
は
、
同
書
に
よ
り
知
る
ほ
か
な
い
が
、
以
下
 
 

が
巻
首
の
本
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

ぎ
て
き
が
つ
く
る
び
し
ゆ
は
う
わ
う
の
く
ち
に
に
が
し
、
是
こ
う
せ
い
さ
け
を
も
 
 

っ
て
身
を
ほ
ろ
ぽ
す
事
を
よ
く
お
も
ん
ば
か
る
ゆ
へ
な
り
、
け
だ
し
此
け
う
に
長
 
 

ず
る
と
き
ん
ば
ち
ゑ
を
う
し
な
ひ
ぜ
ん
こ
ん
を
や
く
事
み
や
う
く
は
の
ご
と
し
と
 
 

か
や
、
こ
～
に
し
な
の
げ
ん
じ
の
大
将
さ
ま
の
か
み
き
そ
よ
し
な
か
は
‥
‥
‥
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こ
れ
に
よ
る
と
、
古
浄
瑠
璃
『
兼
平
』
も
、
一
段
は
酒
宴
に
興
ず
る
義
仲
一
党
を
語
 
 

っ
て
始
ま
る
ら
し
い
。
一
方
、
巻
尾
は
、
「
ぶ
も
ん
長
き
う
た
み
あ
ん
ぜ
ん
五
こ
く
ぶ
 
 

に
よ
う
く
さ
も
き
も
げ
ん
じ
に
な
び
く
と
き
つ
か
ぜ
ゑ
だ
を
な
ら
さ
ぬ
御
世
な
れ
や
」
 
 

と
、
漁
民
を
言
祝
い
で
終
わ
る
と
い
い
、
こ
れ
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
巻
尾
と
 
 

ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
又
、
若
月
氏
の
梗
概
に
よ
る
と
、
全
五
段
の
浄
瑠
璃
の
う
ち
、
た
 
 

て
の
小
弥
太
・
山
吹
の
諌
言
、
義
仲
の
最
期
、
巴
の
奮
戦
等
、
「
第
五
」
 
半
ば
ま
で
は
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
ら
し
い
。
『
兼
平
』
も
ま
た
、
『
信
濃
源
氏
 
 

木
曽
物
語
』
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
諦
曲
（
兼
平
）
を
、
作
品
構
成
に
用
い
て
い
る
 
 

浄
珂
璃
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

但
し
、
『
兼
平
』
は
、
同
書
梗
概
に
よ
る
と
、
五
段
日
に
、
凱
陣
し
た
範
頼
が
頼
朝
 
 

に
兼
平
の
自
害
を
報
ず
る
も
の
の
、
そ
の
後
、
「
義
 

へ
ら
れ
来
れ
る
に
つ
い
て
」
と
あ
る
。
自
害
し
た
筈
の
兼
平
は
、
身
替
わ
り
で
あ
っ
た
 
 

の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
他
に
も
五
段
の
梗
概
に
、
「
小
弥
太
の
大
功
を
証
明
 
 

す
る
」
と
あ
り
、
『
兼
平
』
五
段
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
五
段
に
酷
似
す
る
。
し
 
 

か
し
、
『
兼
平
』
は
、
今
井
兼
平
が
五
段
目
ま
で
登
場
し
て
い
る
。
 
 
 

正
本
を
確
認
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
る
が
、
 
 

以
上
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
古
浄
瑠
璃
『
兼
平
』
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
影
 
 

響
下
に
あ
る
後
続
の
浄
瑠
璃
で
あ
り
、
貞
草
五
年
と
い
う
奥
附
か
ら
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
 

よ
り
は
先
行
す
る
ら
し
い
。
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
成
立
年
次
を
考
え
る
資
料
と
 
 

も
成
り
得
よ
う
。
そ
の
内
容
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
『
東
鑑
後
撰
集
』
と
の
 
 

中
間
的
性
格
を
備
え
た
浄
瑠
璃
で
あ
る
と
見
え
、
両
浄
瑠
璃
と
の
相
違
は
、
兼
平
が
最
 
 

終
の
五
段
日
ま
で
語
ら
れ
続
け
て
い
る
点
に
あ
る
。
 
 
 

古
浄
瑠
璃
『
兼
平
』
も
、
兼
平
一
人
の
忠
節
の
み
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
 
 

あ
る
が
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
以
降
、
兼
平
の
語
り
方
を
違
え
た
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
 

『
兼
平
』
が
創
作
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
三
作
の
浄
瑠
璃
は
、
構
 
 

想
・
構
成
に
お
い
て
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
や
『
と
も
へ
』
と
は
 
 

異
な
っ
て
、
謡
曲
へ
兼
平
）
を
作
品
の
構
成
に
大
き
く
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
木
 
 

曽
最
期
」
 
を
め
ぐ
る
新
た
な
浄
瑠
璃
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
古
浄
瑠
璃
作
者
が
依
拠
し
た
謡
曲
本
文
 
 

こ
こ
で
、
『
信
濃
振
氏
木
曽
物
語
』
『
凍
鑑
後
撰
集
』
、
両
浄
瑠
璃
作
者
が
参
照
し
た
 
 

謡
曲
本
文
に
つ
い
て
も
、
些
か
検
討
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

以
下
に
、
両
浄
瑠
璃
の
四
段
目
冒
頭
の
本
文
を
掲
げ
る
。
傍
線
部
は
、
謡
曲
本
文
を
 
 

引
用
し
た
本
文
で
あ
る
。
 
 

梯
も
其
後
、
愛
に
又
、
き
そ
の
し
つ
け
ん
 
 

今
井
の
凶
郎
兼
平
は
、
主
の
告
ぎ
や
く
い
 
 

さ
め
か
ね
、
み
を
し
り
ぞ
き
て
今
迄
は
、
 
 

本
ご
く
し
な
の
に
い
た
り
し
が
、
さ
す
が
 
 

に
君
の
御
こ
と
を
、
お
ぼ
つ
か
な
く
も
ぞ
 
 

ん
ず
る
ゆ
へ
、
と
も
お
も
つ
れ
ず
只
一
人
、
 
 

と
そ
う
あ
ん
ぎ
や
の
て
い
と
也
、
①
剖
割
 
 

ど
な
く
あ
ふ
み
ぢ
や
、
や
ば
せ
の
う
ら
に
 
 

付
に
け
り
、
お
り
し
も
わ
た
し
の
舟
な
け
 
 

れ
ば
、
 
 

き
そ
の
か
 
 

ふ
や
道
の
べ
の
、
く
さ
の
か
げ
の
ゝ
か
り
 
 

の
山
が
を
出
に
け
り
、
せ
は
ふ
ち
と
成
よ
 
 

の
中
の
、
②
そ
の
し
な
の
ぢ
を
た
び
立
て
、
 
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
「
四
だ
ん
め
j
 
 

よ
を
か
さ
ね
日
を
そ
へ
て
、
行
ば
ほ
 
 

け
は
し
な
に
し
あ
ふ
、
其
跡
と
 
 ①

は
じ
め
て
た
び
を
し
な
の
ぢ
や
。
 
 

身
を
や
つ
し
②
し
な
の
ぢ
や
。
き
そ
の
 
 

か
け
は
し
な
に
し
お
ふ
。
其
あ
と
と
ふ
 
 

せ
の
う
ら
に
つ
き
け
れ
ば
。
は
や
し
よ
 
 

や
す
ぎ
に
な
り
に
け
り
。
 
 
 

や
み
ち
の
べ
の
。
く
さ
の
か
げ
の
ゝ
か
 
 

ノ
＼
。
き
そ
の
ゆ
く
ゑ
を
た
づ
ね
ん
と
。
 
 

い
ま
ゐ
の
四
郎
か
ね
ひ
ら
ハ
。
し
ゆ
く
 
 

ん
よ
し
な
か
の
か
ん
き
を
か
う
ぶ
り
。
 
 

ほ
ん
ご
く
に
ち
つ
き
よ
せ
し
め
よ
の
有
 
 

さ
ま
を
う
か
ゞ
ひ
し
が
。
・
…
‥
其
身
ハ
 
 

わ
ざ
と
引
さ
が
つ
て
。
と
も
を
も
つ
れ
 
 

ず
た
ゞ
ひ
と
り
。
あ
ん
ぎ
や
の
そ
う
に
 
 

ゆ
け
ば
ほ
ど
な
く
あ
ふ
ミ
ぢ
や
。
 
 

り
ま
く
ら
。
日
を
か
さ
ね
よ
を
そ
へ
て
 
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
「
第
四
」
 
 

や
ば
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城
 
 

岩
 
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
四
段
の
構
成
は
、
下
段
に
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
四
段
前
半
部
 
 

の
構
成
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
両
浄
瑠
璃
間
の
影
響
関
係
が
顕
著
で
あ
る
が
、
最
 
 

も
謡
曲
（
兼
平
）
 
の
構
成
や
本
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
段
で
も
あ
る
。
 
 
 

右
の
浄
瑠
璃
の
傍
線
①
・
②
の
本
文
は
、
次
の
謡
曲
（
兼
平
）
1
段
の
本
文
に
よ
る
。
 
 

〔
次
第
〕
（
ワ
キ
）
①
嫡
惑
川
刹
到
郵
紬
叫
＝
…
・
 
 

〔
逆
行
（
上
ゲ
苛
）
〓
ワ
キ
）
し
な
の
ぢ
や
木
曽
の
か
け
橋
名
に
し
お
ふ
。
く
。
其
 
 
 

跡
と
ふ
や
道
野
べ
の
草
の
陰
の
～
か
り
枕
。
②
習
。
行
バ
 
 
 

程
な
く
近
江
路
や
。
や
ば
せ
の
浦
に
着
に
け
り
〈
 
 

元
和
卯
月
本
1
段
 
 
 

先
に
検
討
し
た
『
き
そ
物
が
た
り
』
『
と
も
へ
』
『
巴
太
鼓
』
等
の
古
浄
瑠
璃
と
は
異
 
 

な
り
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
や
『
東
鑑
後
撰
集
』
は
、
謡
曲
（
兼
平
）
 
9
・
1
0
段
 
 

の
「
い
く
さ
語
り
」
の
本
文
以
外
に
、
前
場
1
段
か
ら
4
段
の
道
行
や
名
所
数
え
の
本
 
 

文
、
そ
し
て
後
場
6
段
か
ら
8
段
の
後
シ
テ
登
場
や
問
答
の
本
文
等
、
（
兼
平
）
 
全
段
 
 

か
ら
本
文
を
引
い
て
い
る
。
他
の
浄
瑠
璃
作
品
は
採
り
入
れ
な
か
っ
た
謡
曲
本
文
が
、
 
 

両
浄
瑠
璃
作
品
の
四
段
目
に
集
中
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
謡
曲
 
 

本
文
の
引
用
牡
は
、
決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
浄
瑠
璃
作
者
が
座
右
に
謡
曲
本
 
 

文
を
参
照
し
、
浄
瑠
璃
本
文
を
書
い
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

但
し
、
浄
瑠
璃
作
者
に
よ
る
、
謡
曲
本
文
受
容
の
様
相
を
辿
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
 
 

く
、
先
行
浄
瑠
璃
に
引
か
れ
た
謡
曲
本
文
が
、
そ
の
ま
ま
後
続
の
浄
群
璃
作
品
に
引
か
 
 

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
傍
線
②
の
 
「
別
を
重
ね
 
 

剰
を
添
へ
て
」
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
で
は
、
傍
線
②
の
ご
と
く
、
「
粛
を
重
ね
日
l
を
添
 
 

へ
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
作
者
が
、
謡
曲
本
文
の
②
に
倣
 
 

っ
て
改
変
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
『
東
鑑
後
撰
集
』
は
『
信
濃
源
氏
 
 

木
曽
物
語
』
に
見
え
な
い
詐
曲
本
文
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
幾
つ
か
あ
る
。
又
、
①
 
 

に
つ
い
て
、
右
の
謡
曲
の
道
行
き
「
初
め
て
旅
を
信
濃
路
や
、
木
曽
の
行
衛
を
尋
ね
ん
」
 
 

と
比
較
し
て
み
る
と
、
下
掛
り
系
の
本
文
で
は
、
「
は
じ
め
て
旅
を
信
濃
路
や
。
対
酎
 
 
 

⑤
た
れ
と
は
な
ど
か
兼
平
よ
、
⑥
た
ゞ
き
ん
く
は
一
日
の
さ
か
へ
、
弓
馬
の
家
 
 

に
生
ま
れ
つ
～
…
…
 
 

「
四
だ
ん
め
」
 
 
 

③
「
糾
を
片
敷
く
草
枕
」
は
、
下
掛
り
系
の
（
兼
平
）
6
段
〔
上
ゲ
帝
〕
の
引
用
で
 
 

あ
る
が
（
擬
車
屋
木
「
袖
を
か
た
し
く
草
封
」
）
、
上
掛
り
系
は
、
「
矧
を
か
た
し
く
草
 
 

ま
く
ら
」
（
元
和
卯
月
本
）
で
あ
る
。
又
、
④
「
雲
水
の
粟
津
の
原
の
圃
蔭
l
に
」
は
、
（
兼
 
 

平
）
 
7
段
〔
一
セ
イ
〕
 
の
引
用
で
あ
る
が
、
上
掛
り
で
は
、
「
雲
水
の
。
粟
津
の
原
の
 
 

矧
風
に
」
完
和
卯
月
本
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑤
「
誰
と
は
な
ど
か
兼
平
よ
」
に
近
 
 

い
 
〔
掛
ケ
合
〕
 
は
、
下
掛
り
の
 
「
誰
と
ハ
な
ど
や
う
た
て
し
や
」
 
（
整
版
車
屋
本
）
 
で
 
 

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
の
作
者
は
、
先
行
の
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
 
 

の
四
段
に
倣
い
つ
つ
、
独
自
に
下
掛
り
系
の
謡
曲
本
文
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
⑤
な
ど
は
、
浄
瑠
璃
で
は
義
仲
の
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
設
定
で
あ
る
か
ら
、
「
誰
 
 

と
は
な
ど
か
義
仲
よ
」
と
あ
る
べ
き
で
、
不
可
解
な
本
文
で
あ
る
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
 

作
者
の
謡
曲
へ
の
強
い
志
向
が
働
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
以
下
の
 
 

四
段
目
の
矢
橋
の
船
頭
と
兼
平
と
の
問
答
に
も
窺
え
る
。
 
 
 

の
山
家
を
出
ふ
よ
」
（
整
版
草
屋
本
）
と
な
っ
て
お
り
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
本
 
 

文
は
、
大
凡
、
上
掛
り
系
本
の
本
文
と
一
致
す
る
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
に
は
、
「
木
曽
 
 

の
山
家
を
出
に
け
り
」
 
と
、
む
し
ろ
下
掛
り
系
本
に
近
い
本
文
が
見
え
て
い
る
。
 
 
 

他
に
も
『
東
鑑
後
撰
集
』
に
は
、
謡
曲
の
下
掛
り
系
本
と
一
致
す
る
字
句
が
見
出
せ
 
 

る
。
以
下
は
、
四
段
の
義
仲
の
霊
が
兼
平
の
夢
中
に
あ
ら
わ
れ
る
件
り
で
あ
る
。
 
 
 

さ
れ
典
長
ど
の
つ
か
れ
に
や
、
乳
間
引
村
村
u
引
引
さ
封
封
引
引
、
か
さ
ね
て
夢
 
 

や
む
す
ぶ
ら
ん
、
＼
は
く
じ
ん
ほ
ね
を
く
だ
く
く
る
し
み
、
が
ん
せ
い
を
や
ぶ
り
、
 
 

ノ
蔓
、
′
i
 
 
こ
ふ
は
た
て
を
な
が
す
よ
そ
ほ
い
、
や
な
ぐ
叫
に
ざ
ん
く
は
を
み
だ
す
、
④
引
 
 

、
 
 

も
水
の
あ
は
づ
の
は
ら
の
松
か
げ
に
、
と
き
つ
く
り
そ
ふ
こ
ゑ
ぐ
に
、
し
ゆ
ら
 
 

の
ち
ま
た
は
さ
は
が
し
や
、
と
き
に
し
ゆ
行
者
ゆ
め
心
に
、
い
ま
だ
あ
は
づ
の
く
 
 

さ
枕
に
、
か
つ
ち
う
を
た
い
し
立
給
ふ
は
、
い
か
成
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
、
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れ
ご
ら
ん
せ
よ
あ
の
山
は
、
…
…
舟
よ
り
あ
が
り
⑨
か
の
お
き
な
、
こ
よ
い
は
 
 

よ
も
ふ
け
候
へ
ば
、
此
ぜ
う
が
方
に
御
と
ま
り
も
や
と
申
け
る
、
…
…
 
 
 

こ
れ
は
、
謡
曲
（
兼
平
）
3
段
の
本
文
に
よ
っ
て
お
り
、
先
行
の
『
信
漢
源
氏
木
曽
 
 

物
語
』
を
も
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
が
、
前
シ
テ
は
後
 
 

シ
テ
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
、
修
羅
能
一
般
の
人
物
設
定
に
倣
っ
て
、
船
頭
を
義
仲
霊
 
 

の
化
身
と
す
る
の
に
比
し
て
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
で
は
、
そ
う
し
た
本
文
は
見
当
た
ら
 
 

ず
、
単
に
矢
橋
の
船
頭
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑧
の
本
文
に
対
応
す
 
 

る
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
の
本
文
は
「
せ
ん
ど
う
ろ
か
い
を
た
て
な
を
し
」
で
あ
る
 
 

が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
で
は
、
「
翁
、
樟
を
肩
差
し
」
と
、
出
帆
に
至
っ
て
初
め
て
船
頭
 
 

を
老
人
で
あ
る
と
語
る
。
謡
曲
（
兼
平
）
が
、
能
と
し
て
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
際
は
、
 
 

室
町
期
以
来
、
舞
台
上
に
舟
の
作
り
物
が
出
さ
れ
、
前
シ
テ
が
老
い
た
船
頭
と
し
て
尉
 
 

の
面
を
着
け
、
樟
や
櫓
を
携
え
た
出
立
で
登
場
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
『
束
鑑
 
 

後
撰
集
』
作
者
は
、
創
作
に
当
た
っ
て
、
演
能
上
の
 
（
兼
平
）
を
想
起
し
た
と
思
わ
れ
 
 

る
。
⑨
な
ど
も
、
（
兼
平
）
 
の
展
開
と
は
異
な
る
が
、
龍
一
般
の
ワ
キ
の
台
詞
等
を
採
 
 

り
入
れ
て
い
る
ら
し
く
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
に
は
、
能
 
（
兼
平
）
 
の
演
出
等
へ
の
注
目
 
 

と
い
う
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
と
は
異
な
る
、
独
自
の
諦
曲
・
能
へ
の
志
向
が
見
 
 

出
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
謡
曲
（
兼
平
）
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
『
束
鑑
後
撰
集
』
作
者
は
、
『
信
濃
源
 
 

氏
木
曽
物
語
』
を
承
け
つ
つ
、
謡
曲
に
よ
り
近
づ
こ
う
と
、
下
掛
り
系
の
謡
曲
本
文
を
 
 

も
含
め
て
、
謡
曲
本
文
を
注
意
深
く
参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
浄
瑠
璃
作
 
 

者
が
本
文
を
書
く
に
当
た
り
、
謡
曲
本
文
を
座
右
に
置
き
、
い
わ
ば
書
承
に
よ
っ
て
本
 
 

文
を
参
照
し
た
の
か
、
些
か
判
断
が
躊
蹄
わ
れ
る
。
 
 
 

ご
ほ
う
し
や
と
、
や
が
て
ふ
ね
に
の
り
け
れ
ば
、
 
 

げ
に
御
経
に
も
に
よ
ど
と
く
せ
ん
、
 
 

に
も
あ
ふ
み
の
う
み
の
、
…
…
し
ゆ
行
し
や
悦
び
て
を
合
、
こ
は
か
た
じ
け
な
き
 
 
 

⑦
ふ
ね
待
へ
た
る
旅
行
の
、
く
れ
け
る
折
 
 

⑧
翁
さ
ほ
～
か
た
さ
し
、
あ
 
 

そ
れ
は
ま
ず
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
本
文
の
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
 
 

浄
瑠
璃
本
文
に
、
幾
つ
か
波
線
を
付
し
た
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
と
『
信
濃
源
氏
木
曽
 
 

物
語
』
と
で
は
、
「
装
ひ
」
「
紅
波
」
等
の
字
句
が
、
「
よ
そ
ほ
叫
・
よ
そ
ほ
叫
」
「
J
封
 
 

は
・
利
別
は
」
の
ご
と
く
、
仮
名
遣
い
が
相
違
す
る
箇
所
が
散
見
し
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
 
 

本
文
は
、
⑧
「
翁
さ
ほ
ほ
か
た
さ
し
」
等
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
本
文
を
直
接
参
 
 

照
し
て
い
た
と
す
れ
ば
考
え
難
い
表
記
が
見
ら
れ
る
ご
」
れ
は
、
書
承
と
い
う
よ
り
は
、
 
 

む
し
ろ
、
謡
曲
本
文
を
諦
や
何
か
で
譜
ん
じ
て
い
た
者
が
記
し
た
、
口
承
に
よ
る
本
文
 
 

の
取
り
込
み
を
想
定
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
一
方
、
書
承
を
思
わ
せ
る
例
も
あ
る
。
⑥
「
た
だ
き
ん
く
は
一
日
の
引
呵
可
」
 
 

は
、
三
節
に
掲
げ
た
【
資
料
C
】
冒
頭
の
通
り
、
謡
曲
9
段
の
 
〔
サ
シ
〕
 
「
唯
是
桂
花
 
 

…
日
の
斜
」
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
信
濃
派
民
本
曽
物
語
』
に
「
た
ゞ
こ
れ
き
 
 

ん
く
は
。
一
日
の
ゑ
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
謡
曲
は
「
い
ち
じ
つ
の
え
い
」
な
の
で
あ
 
 

り
、
聴
覚
を
介
し
た
享
受
と
は
考
え
難
い
。
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
た
謡
曲
本
文
を
、
『
束
 
 

鑑
後
撰
集
』
作
者
が
独
自
に
訓
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
⑦
の
「
く
れ
叫
る
l
折
に
も
 
 

あ
ふ
み
の
う
み
の
」
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
』
に
は
、
「
ふ
ね
ま
ち
え
た
る
ち
や
か
う
 
 

の
く
れ
。
か
ゝ
る
お
り
に
も
。
あ
ふ
み
の
。
う
み
の
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
、
謡
曲
3
段
 
 

～
 
 

〔
問
答
〕
の
本
文
に
一
致
す
る
。
『
東
鑑
後
撰
集
』
正
本
の
字
母
か
ら
考
え
て
も
、
「
か
～
 
 

．
卜
 
′
1
 
 

る
」
 
の
連
綿
を
、
「
け
る
」
 
と
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
 
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
 
 

れ
る
が
、
そ
こ
に
窺
え
る
謡
曲
志
向
か
ら
は
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
作
者
は
、
『
信
濃
源
氏
 
 

木
曽
物
語
』
を
介
し
て
謡
曲
本
文
を
享
受
し
た
の
で
は
な
く
、
独
自
に
謡
曲
本
文
に
当
 
 

た
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
見
て
き
た
点
等
を
総
合
す
る
と
、
そ
う
し
 
 

た
謡
曲
本
文
の
享
受
が
、
書
承
に
よ
る
も
の
か
、
口
承
に
よ
る
も
の
か
、
俄
に
は
断
ぜ
 
 

ら
れ
な
い
。
『
東
鑑
後
撰
集
』
は
、
先
行
し
た
稽
古
本
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

現
存
の
『
束
鑑
後
撰
集
』
絵
入
正
本
に
し
て
も
、
先
の
⑧
に
翁
云
々
と
あ
り
な
が
ら
も
、
 
 
 



8
 
 

0
 
 

1
 
 

城
 
 

岩
 
 

付
載
さ
れ
た
図
（
『
土
佐
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
、
六
三
五
真
の
図
版
参
照
）
 
に
描
か
 
 

れ
た
船
頭
は
、
明
ら
か
に
老
人
で
は
な
く
、
贅
を
結
っ
た
若
武
者
で
あ
り
、
義
仲
の
姿
 
 

を
措
い
た
も
の
ら
し
く
、
ま
る
で
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
四
段
の
絵
の
ご
と
く
で
あ
 
 

る
。
先
行
し
た
正
本
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
或
い
は
本
稿
で
採
り
上
げ
た
諸
点
は
、
皆
、
 
 

現
存
正
本
版
下
の
書
写
者
の
問
題
に
帰
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
 
 
 

『
東
鑑
後
撰
集
』
の
謡
曲
本
文
受
容
の
実
態
に
迫
る
に
は
、
先
行
本
の
存
在
等
も
意
 
 

識
し
っ
つ
、
な
お
も
、
先
行
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
や
、
関
連
浄
瑠
璃
『
兼
 
 

平
』
等
と
の
関
連
を
含
め
て
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
検
討
が
、
浄
瑠
 
 

璃
作
者
の
創
作
の
手
法
を
追
究
す
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

六
 
近
世
前
期
に
お
け
る
「
木
曽
最
期
」
 
の
浄
瑠
璃
作
品
の
成
立
背
景
 
 

こ
こ
ま
で
、
「
木
曽
最
期
」
 
の
古
浄
瑠
璃
作
品
を
謡
曲
 
（
兼
平
）
 
本
文
と
の
関
係
等
 
 

を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
三
・
四
節
に
述
べ
た
通
り
、
古
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
 
 

語
』
『
東
鑑
後
撰
集
』
『
兼
平
』
は
、
義
仲
対
小
弥
太
・
山
吹
、
或
い
は
義
仲
対
兼
平
と
 
 

い
う
、
暗
君
対
忠
臣
と
い
う
構
図
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
図
は
、
『
平
家
物
語
』
 
 

義
仲
関
係
章
段
や
謡
曲
 
（
兼
平
）
 
に
も
、
僅
か
な
が
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
構
図
を
殊
更
に
強
調
し
た
浄
瑠
璃
の
創
作
に
は
、
単
に
、
浄
瑠
璃
作
 
 

者
が
典
拠
本
文
の
有
し
て
い
た
構
図
を
拡
大
・
強
調
し
た
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
な
 
 

く
、
近
世
前
期
の
人
々
が
有
し
て
い
た
源
平
合
戦
観
 
－
 
『
平
家
物
語
』
等
に
描
か
れ
 
 

た
源
平
合
戦
渾
を
近
世
人
が
い
か
に
享
受
し
て
い
た
か
 
－
 
が
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
 
 

（
2
0
）
 
 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
、
近
世
前
期
の
諸
資
料
か
ら
辿
っ
て
み
た
い
。
 
 
 

例
え
ば
、
近
世
前
期
の
『
平
家
物
語
』
義
仲
最
期
詳
の
享
受
を
め
ぐ
つ
て
は
、
『
平
 
 

｛
り
↑
－
）
 
 

家
物
語
評
判
秘
俸
抄
』
に
は
、
木
曽
義
仲
を
評
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
。
 
 

び
ま
つ
た
ぐ
ん
ミ
た
る
・
り
え
お
ご
√
り
 
 
 
評
日
。
そ
れ
将
。
礼
有
時
ハ
軍
備
全
し
。
無
礼
な
る
時
ハ
軍
備
乱
。
故
に
上
に
額
 
 

L
つ
ハ
ら
 
 

ざ
る
事
を
専
と
す
。
…
…
其
陣
中
に
女
を
を
く
事
大
に
是
を
凶
道
也
。
い
か
ん
 
 

さ
い
二
 
 

と
な
れ
バ
。
 
 

「
巻
第
九
之
下
木
曽
最
後
」
 
 
 

以
下
、
義
仲
が
巴
を
侍
ら
せ
た
非
を
言
い
立
て
、
「
二
に
ハ
女
有
時
ハ
士
卒
其
守
を
 
 

お
こ
た
る
 

か
た
く
せ
い
雪
r
b
つ
 
 

怠
」
他
、
五
つ
の
難
事
を
掲
げ
、
「
先
大
将
よ
り
し
て
堅
其
制
法
を
守
て
。
下
に
是
 
 

か
た
く
ば
つ
 
 

や
ぶ
 
 

を
破
る
も
の
有
時
ハ
。
堅
是
を
罰
せ
り
」
と
、
以
下
、
勇
あ
る
女
と
い
え
ど
も
、
義
仲
 
 

が
愛
妾
を
侍
し
た
こ
と
の
非
を
詳
述
す
る
。
 
 
 

こ
れ
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
以
下
の
浄
瑠
璃
の
、
一
段
目
の
酒
宴
の
場
面
を
 
 

想
起
さ
せ
る
。
例
え
ば
『
東
鑑
後
撰
集
』
で
は
、
義
仲
と
債
臣
に
続
き
、
巴
に
つ
い
て
、
 
 

以
下
の
よ
う
に
語
り
出
す
。
 
 

お
も
し
ろ
や
、
比
は
長
月
廿
日
あ
ま
り
、
四
方
の
こ
ず
へ
も
色
く
に
、
に
し
き
 
 

の
色
取
夕
し
ぐ
れ
、
ぬ
れ
て
も
お
ら
ん
下
紅
葉
、
よ
の
ま
の
露
や
そ
め
つ
ら
ん
、
 
 

あ
し
た
の
み
ね
は
き
の
ふ
よ
り
、
げ
に
色
ふ
か
き
く
れ
な
い
を
、
わ
け
ゆ
く
か
た
 
 

の
谷
ふ
か
み
、
た
か
を
山
の
ゆ
ふ
ら
ん
に
、
と
も
ゑ
の
ま
へ
も
ゆ
ふ
い
ん
し
、
こ
 
 

ふ
よ
う
を
た
き
酒
へ
ん
あ
る
 
 
 

七
五
調
を
重
用
し
て
和
歌
的
な
秋
の
情
趣
を
漂
わ
せ
つ
つ
、
巴
の
登
場
と
な
る
。
こ
 
 

の
語
り
の
調
子
は
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
一
段
の
本
文
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

が
、
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
は
、
巴
の
妖
艶
な
様
を
よ
り
前
面
に
出
し
て
語
る
。
 
 

と
も
ゑ
ハ
す
こ
し
う
ち
ゑ
ミ
て
。
ア
ノ
う
そ
ら
し
い
き
～
た
い
と
や
。
い
ろ
を
 
 

き
か
す
る
身
で
ハ
な
し
。
を
の
さ
ま
こ
そ
ハ
ゆ
く
さ
き
で
ぬ
れ
の
よ
う
き
く
御
身
 
 

な
れ
。
わ
し
ら
が
や
う
な
か
ず
ら
ぬ
う
き
身
ハ
山
を
ゐ
ぐ
さ
り
に
。
ひ
と
り
な
が
 
 

む
る
月
か
げ
に
し
か
と
な
く
ね
を
く
ら
べ
つ
ゝ
。
こ
が
れ
し
ん
だ
が
ま
し
な
ら
め
 
 

と
も
だ
せ
か
け
た
も
こ
ひ
の
は
し
。
わ
た
し
も
は
て
ぬ
こ
と
ば
に
す
が
り
き
そ
ど
 
 

の
お
ほ
せ
け
る
や
う
ハ
。
ヲ
、
く
も
つ
と
も
こ
と
ハ
り
な
り
。
さ
り
な
が
ら
よ
 
 

の
な
か
に
ぬ
れ
と
い
ふ
じ
も
い
ろ
の
じ
も
。
御
身
な
ら
で
は
な
き
せ
う
こ
…
…
 
 
 

濡
れ
場
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
語
り
口
で
あ
る
。
巴
は
、
『
平
家
物
語
』
「
木
曽
の
さ
 
 

い
ご
の
事
」
に
、
「
巴
ハ
色
し
ろ
ふ
。
か
ミ
な
が
く
よ
う
が
ん
ま
こ
と
に
び
れ
い
な
り
」
 
 
 



ー109－『平家物語』から謡曲、そして古浄瑠璃へ  

版 の 

兼 遊 

十 君 
一 と 

月 大将 も 

義 さ 

仲 れ 

．か∴ノ  

都 
てい 

ニアリ 
る。 

テ。 伊達 

の 

平 “ 

悪逆 

小弥太 家 志 ざる い 
」  ハ は 

超タ 
に注目 

、 

「えし 
リ。 

し 。 

法 、 

な 

以下の 
女を 

代 

ように 
れぬむたいに 

Uノ兼 と 

評 め 

皇」  光。   」   

す し 
兼平  てざ  

御  

と
も
ゑ
を
は
じ
め
ゆ
う
く
ん
共
ら
ん
し
ゆ
に
な
れ
し
五
人
の
ね
い
じ
ん
。
入
ミ
だ
れ
 
 

く
あ
と
さ
き
し
ら
ぬ
あ
ば
れ
の
ミ
」
 
（
一
段
）
 
と
あ
る
よ
う
に
、
巴
は
使
臣
と
一
体
 
 
 

と
あ
る
が
、
そ
の
様
は
、
専
ら
、
敵
方
の
武
者
を
組
み
伏
せ
る
剛
勇
の
女
武
者
な
の
で
 
 

あ
り
、
浄
瑠
璃
が
語
る
ご
と
き
巴
像
は
、
『
平
家
物
語
』
に
は
求
め
得
な
い
。
『
信
濃
源
 
 

氏
木
曽
物
語
』
で
は
、
義
仲
・
巴
の
色
模
様
は
、
小
段
の
山
場
と
言
え
る
程
に
十
分
に
 
 

語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
愛
妾
と
の
酒
宴
に
耽
る
様
を
語
る
こ
と
で
、
義
仲
の
非
を
強
 
 

調
す
る
と
い
う
構
想
の
下
で
語
ら
れ
て
お
り
、
「
い
ろ
と
な
さ
け
の
。
ふ
た
へ
ま
く
。
 
 

僧
徒
ヲ
シ
テ
。
義
仲
ヲ
討
ン
ト
謀
ル
ヨ
シ
風
聞
シ
ケ
レ
バ
。
今
井
ノ
四
郎
兼
平
。
 
 

法
住
専
ノ
御
所
ヲ
攻
テ
。
火
ヲ
放
テ
。
法
皇
ヲ
五
条
ノ
御
所
へ
押
籠
。
…
…
 
 

イ
カ
ニ
モ
シ
テ
。
罪
ヲ
法
皇
へ
謝
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
義
仲
聞
ズ
。
兵
ヲ
率
テ
。
 
 

「
八
十
二
代
後
鳥
羽
ノ
院
」
 
 

な
ど
と
あ
り
、
木
曽
四
天
王
に
つ
い
て
は
、
兼
平
が
最
も
優
れ
て
い
た
と
す
る
。
又
、
 
 

『
平
家
物
語
』
巻
第
八
「
鼓
判
官
事
」
に
見
え
る
、
兼
平
の
諌
言
に
も
触
れ
て
お
り
、
 
 

（
り
ん
＝
l
）
 
 

他
に
も
、
同
じ
く
林
我
峯
著
の
伝
記
『
日
本
百
将
伝
抄
』
に
も
、
「
義
仲
乳
夫
ノ
子
今
 
 

井
凶
郎
兼
平
抜
群
ノ
勇
士
ナ
リ
」
（
「
一
源
義
仲
」
）
と
あ
り
、
近
世
前
期
の
兼
平
へ
の
 
 

評
価
は
、
『
平
家
物
語
』
本
文
の
叙
述
を
離
れ
て
、
四
天
王
の
内
で
、
殊
に
高
か
っ
た
。
 
 

対
し
て
義
仲
は
、
京
市
井
に
お
け
る
悪
逆
ば
か
り
が
記
さ
れ
、
積
悪
の
答
に
よ
り
誅
殺
 
 

さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
否
定
的
な
評
価
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
り
－
」
）
 
 
又
、
『
平
家
物
語
評
判
秘
停
抄
』
と
の
関
わ
り
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
平
家
物
語
抄
』
 
 

は
、
同
じ
く
『
平
家
物
語
』
評
判
記
で
も
、
兼
平
に
対
す
る
見
方
は
若
干
異
な
る
。
 
 

○
議
し
て
云
。
兼
平
木
曽
を
い
さ
め
し
事
は
少
仁
道
あ
り
と
み
え
た
り
。
義
仲
は
 
 

人
倫
の
道
を
し
ら
ず
。
度
々
の
合
戦
に
一
度
も
敵
に
う
し
ろ
を
み
せ
ず
と
の
広
言
 
 

そ
れ
と
は
か
は
れ
り
。
天
下
を
治
世
す
る
は
四
夷
を
誅
罰
し
王
位
を
お
も
ん
じ
万
 
 
 

民
を
撫
育
し
理
世
安
民
の
た
め
に
こ
そ
あ
れ
。
義
仲
は
北
秋
の
最
血
た
り
。
評
す
 
 
 

る
に
及
ば
ず
。
 
 

「
巻
第
八
之
下
鼓
判
官
の
事
」
 
 
 

義
仲
は
「
人
倫
の
道
」
に
適
わ
な
い
と
し
、
兼
平
に
つ
い
て
も
『
平
家
物
語
評
判
秘
 
 

伝
抄
』
の
よ
う
に
な
絶
賛
で
は
な
い
が
、
義
仲
を
「
諌
め
た
」
、
そ
の
一
事
に
注
目
し
、
 
 

少
し
く
仁
道
に
叶
う
と
す
る
。
し
か
し
、
別
の
条
に
は
、
以
下
の
ご
と
く
い
う
。
 
 

○
議
し
て
云
。
兼
平
木
昏
殿
の
行
衛
お
ぼ
つ
か
な
し
と
て
の
ぼ
り
し
心
ざ
し
な
ら
 
 

其
上
は
ち
か
ら
な
き
事
也
。
…
…
た
び
く
の
軍
に
分
骨
を
つ
く
し
お
ほ
く
の
人
 
 
 

と
み
え
た
り
。
い
か
に
義
仲
知
仁
の
ニ
ッ
か
け
た
る
人
也
と
も
、
随
分
い
料
ぬ
廿
 
 

び
な
き
勇
士
也
。
然
ど
も
兼
平
勇
の
忠
は
あ
れ
ど
も
諌
言
を
奉
 
 
る
程
の
知
署
な
し
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「
巻
第
九
之
上
樋
口
の
き
ら
れ
の
事
」
 
 
 

の
道
を
し
ら
ざ
る
ゆ
へ
也
。
 
 

『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、
「
雷
死
罪
を
ゆ
る
さ
る
 
 

～
事
虎
養
の
を
そ
れ
あ
り
」
 
（
巻
第
三
十
五
 
「
兼
光
課
せ
ら
れ
る
並
柿
公
感
陽
宮
に
入
 
 

事
」
）
と
、
兼
光
を
四
天
王
随
一
と
触
れ
る
件
り
も
見
え
る
が
、
『
平
家
物
語
抄
』
は
、
 
 

降
っ
た
兼
光
を
 
「
仁
義
の
道
」
 
を
知
ら
ぬ
者
と
否
定
す
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
儒
教
的
思
想
を
背
景
に
し
た
、
『
平
家
物
語
抄
』
の
、
木
曽
一
党
に
対
す
 
 

る
手
厳
し
い
評
価
の
中
で
も
、
兼
平
は
、
肯
定
的
に
評
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
近
 
 

世
前
期
に
お
い
て
は
、
「
悪
逆
」
を
尽
く
し
「
諌
言
」
を
容
れ
ぬ
主
君
義
仲
像
と
、
「
忠
」
 
 

を
尽
く
し
主
君
を
「
諌
め
る
」
兼
平
像
と
は
、
『
平
家
物
語
』
の
叙
述
を
離
れ
た
と
し
 
 

て
も
、
動
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
 
 

又
、
古
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
『
東
鑑
後
撰
集
』
『
兼
平
』
は
、
義
仲
、
及
 
 

を
打
う
た
せ
、
か
く
む
ざ
く
と
ほ
ろ
び
し
事
、
知
・
仁
・
勇
を
か
ね
ぎ
る
ゆ
へ
 
 

と
し
る
べ
し
。
…
…
 
 

「
巻
第
九
之
上
木
曽
の
さ
い
ご
の
事
」
 
 
 

『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
同
様
に
、
兼
平
の
最
後
ま
で
義
仲
に
付
き
随
っ
た
志
を
 
 

良
し
と
は
し
て
い
る
が
、
兼
平
は
知
略
を
欠
く
と
評
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
十
分
に
義
 
 

仲
を
諌
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
蛮
勇
を
奮
わ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
抄
』
 
 

の
兼
平
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
他
書
と
少
々
異
な
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
兼
平
の
「
諌
 
 

言
」
 
の
程
に
注
目
し
て
い
る
。
 
 
 

兼
平
以
外
の
木
曽
四
天
王
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
兼
平
の
兄
、
樋
口
次
郎
 
 

兼
光
に
つ
い
て
、
『
平
家
物
語
抄
』
は
、
以
下
の
ご
と
く
、
一
蹴
し
て
い
る
。
 
 

や
う
の
心
よ
り
末
代
の
名
を
け
が
し
子
孫
ま
で
の
恥
辱
と
は
な
れ
り
。
こ
れ
仁
義
 
 

は
れ
し
ほ
ど
の
も
の
、
軍
中
に
て
ふ
か
入
し
生
捕
れ
し
事
は
是
非
な
し
。
降
人
と
 
 

し
て
縄
手
に
か
～
り
洛
中
を
わ
た
さ
れ
首
を
は
ね
ら
れ
し
は
人
類
に
あ
ら
ず
と
い
 
 

ふ
べ
し
。
も
し
又
た
す
け
ら
れ
た
れ
ば
と
て
人
に
お
も
て
を
む
け
ら
れ
ん
や
。
羽
 
 

樋
口
い
か
に
児
玉
党
よ
り
麒
敷
を
つ
く
せ
ば
と
て
‥
…
・
義
仲
内
に
て
四
天
王
と
い
 
 

び
そ
の
郎
等
に
つ
い
て
の
設
定
・
造
型
を
め
ぐ
つ
て
、
近
世
前
期
の
『
平
家
物
語
』
評
 
 

判
記
や
歴
史
書
と
、
方
向
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
が
、
当
時
の
義
 
 

仲
・
兼
平
に
対
す
る
見
方
を
無
視
し
、
勝
手
な
創
作
を
行
・
つ
こ
と
は
、
到
底
、
観
客
の
 
 

受
け
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
浄
瑠
璃
の
創
作
は
、
成
し
得
な
か
っ
た
筈
で
 
 

あ
る
。
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
以
下
の
浄
瑠
璃
の
構
成
に
共
通
し
て
い
た
、
義
仲
対
 
 

四
天
王
、
暗
君
対
忠
臣
と
い
う
構
図
は
、
当
時
の
義
仲
■
四
天
王
観
を
踏
襲
し
、
そ
の
 
 

見
方
を
、
誇
張
∵
拡
大
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
江
戸
前
期
の
評
 
 

価
を
無
視
し
た
、
荒
唐
無
稽
な
創
作
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
又
、
古
浄
瑠
璃
『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
か
ら
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
『
兼
平
』
 
 

へ
の
展
開
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
兼
平
を
め
ぐ
る
評
価
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
か
 
 

ろ
う
か
。
即
ち
、
浄
瑠
璃
作
者
が
、
『
平
家
物
語
抄
』
に
言
う
よ
う
な
、
兼
平
の
義
仲
 
 

へ
の
諌
言
の
姿
勢
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
す
る
評
価
等
に
鑑
み
、
木
曽
凶
天
王
の
内
、
 
 

焦
点
を
兼
平
に
絞
り
、
兼
平
一
人
を
忠
臣
と
し
て
語
る
、
『
束
鑑
後
撰
集
』
や
『
兼
平
』
 
 

が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
専
ら
「
諌
言
」
を
呈
す
る
 
 

賢
臣
と
し
て
定
位
さ
れ
る
兼
平
像
は
、
『
平
家
物
語
抄
』
が
難
じ
た
兼
平
評
価
の
補
填
 
 

で
あ
り
、
よ
り
理
想
的
な
兼
平
像
へ
の
志
向
が
窺
え
る
。
『
東
鑑
後
撰
集
』
や
『
兼
平
』
 
 

の
作
者
は
、
か
よ
う
な
点
に
、
新
た
な
浄
瑠
璃
作
品
創
出
の
契
機
を
見
出
し
、
「
忠
臣
」
 
 

兼
平
を
存
分
に
語
る
こ
と
で
、
観
客
の
期
待
し
た
兼
平
像
に
応
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

謡
曲
（
兼
平
）
は
、
『
平
家
物
語
』
「
木
曽
最
期
」
よ
り
、
義
仲
に
関
わ
る
本
文
を
集
 
 

積
し
、
9
段
に
義
仲
の
最
期
を
語
る
「
い
く
さ
語
り
」
と
し
て
構
成
し
て
お
り
、
兼
平
 
 

▲
－
リ
）
 
 

の
最
期
を
語
る
「
い
く
さ
語
り
」
は
、
別
に
1
0
段
に
配
さ
れ
て
い
る
。
義
仲
最
期
を
語
 
 

り
終
え
た
シ
テ
兼
平
の
霊
は
、
義
仲
の
討
た
れ
た
場
へ
と
ワ
キ
の
僧
を
導
き
、
「
所
ハ
 
 

愛
ぞ
習
」
（
9
段
）
と
、
死
後
も
 
 

な
お
、
自
ら
の
菩
提
よ
り
も
義
仲
の
菩
提
を
願
う
。
『
信
浪
源
氏
木
曽
物
語
』
以
下
の
 
 
 



一111－『平家物語』から揺曲、そして音浄瑠璃へ  

浄
瑠
璃
に
、
（
兼
平
）
 
が
踏
ま
え
ら
れ
る
の
は
、
右
の
ご
と
き
 
「
木
曽
最
期
」
 
の
 
「
い
 
 

く
さ
語
り
」
、
及
び
兼
平
像
が
、
浄
瑠
璃
作
者
に
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
 
 

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
 
 
 

江
戸
前
期
に
お
い
て
も
、
（
兼
平
）
 
は
内
百
番
に
名
を
連
ね
て
謡
本
も
版
を
重
ね
、
 
 

又
、
演
能
の
機
会
も
多
か
っ
た
。
浄
瑠
璃
に
（
兼
平
）
本
文
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
 
 

背
景
に
は
、
（
兼
平
）
 
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
浄
瑠
璃
作
者
と
観
客
と
が
兼
平
像
を
共
 
 

通
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

『
信
濃
源
氏
木
曽
物
語
』
以
下
の
浄
瑠
璃
作
品
の
創
作
は
、
如
⊥
の
当
時
の
源
平
合
 
 

戦
観
と
の
連
関
が
見
出
せ
る
点
に
お
い
て
、
次
代
の
近
松
門
左
衛
門
以
下
の
浄
瑠
璃
作
 
 

者
に
よ
る
、
振
平
合
戦
物
の
浄
瑠
璃
作
品
の
創
作
へ
と
繋
が
る
、
浄
瑠
璃
独
白
の
「
い
 
 

く
さ
語
り
」
 
へ
の
一
階
梯
と
も
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

内
山
美
樹
子
氏
は
、
謡
曲
（
主
に
夢
幻
能
）
と
『
義
経
千
本
桜
』
等
の
浄
珂
璃
と
の
、
 
 

（
り
【
5
一
 
時
間
意
識
の
共
通
性
を
採
り
あ
げ
ら
れ
た
論
考
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
 
 

浄
瑠
璃
作
者
と
観
客
が
考
え
る
歴
史
は
、
科
学
と
し
て
の
歴
史
で
は
な
い
。
語
り
 
 

物
（
『
平
家
物
語
』
）
や
謡
曲
を
抱
え
込
ん
だ
歴
史
で
あ
る
。
…
…
が
、
徳
川
幕
府
 
 

好
み
の
史
観
に
よ
っ
て
事
柄
を
羅
列
し
た
漢
文
書
下
し
文
の
『
日
本
工
代
一
覧
』
 
 

よ
り
も
、
は
る
か
に
豊
富
で
深
い
真
実
の
伝
承
が
『
平
家
物
語
』
や
謡
曲
に
あ
る
 
 
 

こ
と
を
作
者
は
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
 

と
つ
て
、
彼
ら
が
意
識
す
る
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
 
 
 

こ
こ
に
説
か
れ
る
「
歴
史
」
と
は
、
作
者
と
観
客
が
共
有
し
て
い
た
源
平
合
戦
観
を
 
 

指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
歴
史
」
観
を
踏
ま
え
た
創
作
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
 
 

浄
瑠
璃
は
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
全
く
未
知
の
、
単
な
る
荒
唐
無
稽
な
筋
書
き
の
 
 

作
品
と
は
な
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
で
見
て
き
た
「
木
曽
最
期
」
を
語
る
浄
瑠
璃
作
品
に
も
、
確
か
に
、
謡
曲
が
、
 
 

と
こ
ろ
を
、
歴
史
の
一
端
に
組
み
こ
ん
で
捉
え
た
こ
と
は
、
浄
瑠
璃
の
劇
作
法
に
 
 

『
平
家
物
語
』
と
同
等
の
規
範
で
受
け
容
れ
ら
れ
、
新
た
な
浄
瑠
璃
の
創
造
に
も
深
く
 
 

関
与
し
て
行
く
、
近
世
人
に
お
け
る
謡
曲
享
受
の
拡
が
り
が
窺
え
た
。
 
 
 

右
の
内
山
氏
稿
は
、
近
世
中
・
後
期
の
浄
瑠
璃
を
対
象
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 
 

本
稿
で
検
討
し
た
浄
瑠
璃
作
品
に
お
け
る
謡
曲
受
容
の
様
相
は
、
近
世
前
期
か
ら
、
中
 
 

・
後
期
へ
と
展
開
す
る
浄
瑠
璃
作
品
を
考
察
す
る
上
で
も
、
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
謡
曲
を
基
準
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
世
人
が
有
し
て
い
た
源
平
合
戦
渾
観
、
 
 

又
は
、
浄
瑠
璃
創
作
の
実
態
の
一
端
に
迫
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
「
い
く
さ
語
り
」
の
文
芸
の
展
開
を
追
究
す
る
た
め
、
 
 

軍
記
物
の
謡
曲
・
古
浄
瑠
璃
の
、
更
な
る
分
析
を
期
し
た
い
。
 
 

［
注
］
 
 

1
 
浄
瑠
璃
作
品
は
、
一
般
に
、
貞
享
元
年
 
（
〓
ハ
八
四
）
 
の
竹
本
座
創
設
に
よ
る
義
太
夫
節
成
 
 

立
を
も
っ
て
時
期
を
画
し
、
そ
れ
以
前
の
作
品
を
 
「
古
浄
瑠
璃
」
 
と
称
し
て
、
以
降
の
近
松
 
 

門
左
衛
門
の
手
に
な
る
浄
瑠
璃
作
品
等
と
は
区
別
さ
れ
る
。
以
卜
の
作
品
の
中
に
は
、
元
禄
 
 

期
版
行
本
や
竹
本
義
太
夫
正
本
も
あ
り
、
又
、
『
巴
太
鼓
』
や
『
信
礁
源
氏
木
曽
物
語
』
の
よ
 
 

う
に
、
近
松
の
関
与
が
推
定
さ
れ
て
い
る
作
品
も
あ
る
。
全
て
を
古
浄
瑠
璃
と
称
す
る
こ
と
 
 

に
躊
躇
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
次
代
の
近
松
の
時
代
浄
瑠
璃
『
世
継
曽
我
』
 
 
 

『
出
世
景
滑
』
等
、
浄
瑠
璃
独
白
の
作
品
構
成
が
新
著
で
あ
る
作
品
と
は
分
け
て
考
え
た
い
。
 
 

伊
藤
正
義
氏
「
解
題
（
兼
平
）
」
 
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
上
）
。
以
下
、
便
宜
的
に
、
 
 

謡
曲
作
品
は
、
山
括
弧
 
（
）
 
付
で
示
す
。
 
 

「
金
平
浄
瑠
璃
の
は
じ
ま
り
ー
「
き
そ
物
か
た
り
」
 
の
周
辺
－
」
 
（
『
論
集
近
世
文
学
』
 
1
近
 
 

松
と
そ
の
周
辺
、
平
成
三
年
五
月
）
。
 
 

近
世
前
期
の
版
行
本
の
中
か
ら
、
上
掛
り
系
の
光
悦
袋
綴
並
製
本
甲
種
二
元
和
卯
月
本
・
寛
 
 

永
玉
屋
本
、
下
掛
り
系
の
整
版
卓
屋
本
・
擬
車
屋
本
こ
ハ
徳
系
本
・
谷
口
伊
勢
屋
本
の
本
文
 
 

を
参
照
し
た
。
浄
瑠
璃
作
者
が
参
照
し
た
謡
曲
本
文
の
特
定
に
当
た
っ
て
は
、
よ
り
詳
細
な
 
 

諸
本
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
元
和
卯
月
本
を
底
本
と
し
、
適
宜
、
諸
本
の
異
 
 

文
を
示
し
た
。
な
お
近
時
、
田
草
川
み
づ
き
氏
「
近
松
と
加
賀
橡
の
 
「
道
成
寺
」
…
浄
瑠
璃
 
 

作
者
が
引
用
し
た
謡
曲
本
文
の
系
統
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
『
演
劇
研
究
』
第
二
十
ヒ
号
、
平
成
十
 
 

六
年
三
月
）
 
の
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
作
者
の
参
照
し
た
謡
曲
本
文
を
具
体
的
に
追
究
し
よ
う
と
 
 

い
う
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 

佐
谷
眞
本
人
氏
「
古
浄
瑠
璃
『
源
平
兵
者
揃
』
『
木
曾
物
語
』
の
本
文
を
巡
っ
て
」
 
（
『
東
横
国
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1
 
 

1
 
 

城
 
 

岩
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2
 
 

「
■
■
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3
 
 

な
お
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
本
文
は
、
同
番
所
収
の
東
京
都
立
図
書
館
蔵
本
の
翻
刻
に
よ
り
、
適
 
 

宜
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
写
実
を
参
照
し
た
。
読
点
は
鳥
居
氏
に
従
っ
た
。
 
 

1
4
 
鈴
木
博
子
氏
「
東
西
浄
瑠
璃
界
の
交
流
と
土
佐
少
接
」
 
（
『
轟
能
史
研
究
』
第
一
五
三
号
、
平
 
 

成
十
三
年
四
月
）
。
 
 

5
 
 

1
 
久
堀
祐
朗
氏
「
浄
瑠
璃
に
お
け
る
せ
り
ふ
」
 
（
『
刷
詑
国
文
』
七
七
一
号
、
平
成
十
年
十
一
月
 
 

（
注
）
 
の
項
）
、
及
び
注
1
4
鈴
木
氏
稿
U
 
 

6
 
 

1
 
流
布
本
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
い
て
、
木
曽
凶
天
王
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、
 
 

今
井
・
樋
口
・
楯
・
根
井
の
四
人
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
作
品
に
お
い
て
は
、
楯
と
根
井
の
名
 
 

に
は
混
乱
が
見
え
る
。
古
浄
瑠
璃
『
き
そ
物
が
た
り
』
に
は
、
「
想
可
叫
小
判
吋
ち
か
た
ゝ
、
 
 
 

ね
の
い
の
対
や
ー
村
ゆ
き
ち
か
」
と
あ
る
が
、
『
き
そ
物
が
た
り
』
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
 
 

る
古
浄
瑠
璃
『
と
も
へ
』
で
は
、
「
だ
て
の
大
対
軸
対
、
ね
の
い
の
両
軸
対
」
と
あ
る
。
但
し
、
 
 

例
え
ば
『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
巻
三
十
五
 
「
木
曽
く
び
わ
た
さ
る
～
事
」
 
で
は
、
楯
で
は
な
 
 

く
、
高
梨
の
六
郎
忠
直
を
四
天
王
に
数
え
た
り
、
根
井
小
弥
太
の
名
も
、
「
範
頼
義
経
京
入
の
 
 

文
学
』
第
3
1
号
、
平
成
十
二
年
八
月
、
『
平
家
物
語
か
ら
浄
瑠
璃
へ
敦
盛
説
話
の
変
容
』
に
 
 

再
録
）
 
は
、
『
平
家
物
語
』
本
文
と
古
浄
瑠
璃
本
文
の
比
較
か
ら
、
古
浄
瑠
璃
本
文
の
特
質
と
 
 

し
て
指
摘
さ
れ
る
。
 
 

『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
延
宝
八
牢
六
月
版
絵
入
本
（
京
山
口
忠
右
衡
 
 

門
冨
次
関
板
）
 
に
よ
り
、
本
文
に
濁
点
を
付
す
。
 
 

流
布
本
『
平
家
物
語
』
の
本
文
と
し
て
、
国
文
学
贅
料
館
の
福
井
県
立
園
沓
館
松
平
文
庫
蔵
 
 

明
暦
一
‥
年
九
月
版
絵
入
本
の
紙
焼
写
真
に
よ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
『
平
 
 

家
物
語
』
本
文
に
つ
い
て
の
詳
細
な
吟
味
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
 
 

『
正
本
近
松
全
集
』
第
二
卜
九
巻
 
（
勉
誠
社
刊
）
 
所
収
の
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
八
行
 
 

本
に
よ
る
。
 
 

『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
 
（
昭
和
五
十
凶
年
、
角
川
醤
店
刊
）
所
収
本
文
・
解
越
に
よ
る
。
 
 

『
竹
本
義
太
夫
浄
瑠
璃
正
本
集
』
下
巻
（
平
成
七
年
、
人
草
堂
書
店
川
）
所
収
、
林
久
美
子
 
 

氏
「
解
越
『
信
漉
源
氏
木
曽
物
語
』
」
。
但
し
、
広
島
文
教
女
子
大
学
沖
森
文
庫
蔵
本
（
国
文
 
 

学
研
究
資
料
館
紙
焼
写
顛
に
よ
る
）
 
は
、
国
会
園
番
館
蔵
本
と
同
じ
く
八
行
本
で
あ
り
な
が
 
 

ら
、
林
氏
が
十
行
本
の
奥
附
と
指
摘
さ
れ
る
奥
附
を
有
し
、
「
竹
本
筑
後
接
」
 
の
後
に
、
「
轟
 
 

而
予
以
著
述
之
本
命
校
合
候
／
畢
全
可
為
正
本
者
欺
／
近
松
門
左
衛
門
」
 
と
あ
る
。
だ
が
沖
 
 

森
文
庫
蔵
本
は
、
最
終
丁
前
後
に
閉
じ
違
え
が
あ
り
、
表
紙
も
巻
き
越
笛
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 
 

も
と
八
行
本
で
あ
っ
た
も
の
が
、
改
装
さ
れ
て
、
十
行
本
尊
に
見
え
る
奥
附
を
付
さ
れ
た
も
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
 
 

『
正
木
近
松
全
集
』
第
二
十
八
巻
 
（
勉
誠
社
刊
）
 
所
収
の
国
立
国
会
園
沓
館
蔵
八
行
本
に
よ
 
 

る
。
濁
点
・
読
点
等
を
一
部
補
い
、
曲
節
譜
は
一
郎
を
除
き
省
略
し
た
。
 
 

元
禄
七
年
刊
の
土
佐
浄
瑠
璃
『
三
代
四
天
王
』
の
止
本
で
は
、
「
例
淵
の
小
林
太
」
の
字
を
当
 
 

て
る
。
こ
れ
に
従
い
、
以
下
、
仮
に
 
「
伊
達
の
小
弥
太
」
 
と
記
す
。
 
 

『
土
佐
浄
瑠
璃
正
木
集
』
第
二
 
（
昭
和
五
十
年
、
角
川
番
店
川
）
 
「
解
題
『
束
鑑
後
撰
集
』
」
 
 

7
 24 23 22 

に
句
読
点
を
付
し
た
。
 
 

2
5
 
「
日
本
演
劇
に
お
け
る
時
間
 
夢
幻
能
と
浄
瑠
璃
を
中
心
に
」
『
日
本
の
美
学
1
9
』
平
成
四
年
 
 

十
二
月
、
っ
 
 
 

［
付
言
］
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
爵
重
な
資
料
の
閲
覧
等
を
賜
っ
た
諸
研
究
機
関
に
あ
つ
く
御
 
 

礼
申
L
上
げ
ま
す
。
又
、
鈴
木
博
子
氏
に
は
、
浄
瑠
璃
資
料
の
探
索
等
を
は
じ
め
、
数
々
の
 
 

御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

（
い
わ
ぎ
 
け
ん
た
ろ
う
 
国
文
学
研
究
資
料
館
文
学
形
成
研
究
系
 
機
関
研
究
員
）
 
 
 

で
は
、
源
義
経
を
評
し
て
、
「
こ
と
に
か
の
君
は
、
ぶ
ん
ぶ
二
道
の
か
た
成
よ
し
、
何
か
は
い
 
 

な
み
参
ら
せ
ん
」
と
見
え
る
。
軍
記
物
語
や
諏
曲
等
、
中
拙
文
芸
に
屡
々
見
え
る
字
句
で
あ
 
 

る
が
、
古
浄
瑠
璃
や
近
松
の
軍
記
物
を
扱
っ
た
浄
瑠
璃
作
品
等
に
お
い
て
も
、
武
者
の
資
質
 
 

を
問
題
と
す
る
件
り
に
も
、
屡
々
見
え
る
。
特
に
「
文
道
」
 
に
つ
い
て
は
、
心
の
寛
容
 
（
近
 
 

松
『
薩
摩
守
忠
度
』
等
）
 
な
ど
を
も
巌
味
し
、
中
性
の
用
法
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
今
 
 

後
の
検
討
を
期
し
た
い
。
 
 

美
渡
部
重
克
氏
 
（
『
恢
平
盛
衰
記
〓
ハ
）
』
（
平
成
十
三
年
、
三
弥
井
書
店
刊
）
 
叫
八
凶
貫
、
頭
 
 

注
の
項
）
 
は
、
『
源
平
盛
衰
記
』
が
、
宇
治
川
渡
河
を
義
経
の
命
と
し
て
義
経
の
活
躍
を
際
立
 
 

た
せ
て
い
る
こ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

拙
稿
「
謡
曲
 
（
柴
平
）
 
の
 
「
い
く
さ
語
り
」
1
義
仲
を
語
る
「
い
く
さ
語
り
」
と
兼
平
を
語
 
 

る
「
い
く
さ
語
り
」
と
ー
」
 
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
轡
 
平
成
十
九
牢
三
月
）
。
 
 

黒
石
陽
子
氏
「
時
代
浄
瑠
璃
に
お
け
る
歴
史
解
釈
J
木
曾
義
仲
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
 
（
『
圃
 
 

語
と
園
文
螢
』
平
成
三
年
九
月
）
 
は
、
木
曽
義
仲
を
扱
っ
た
浄
瑠
璃
作
品
を
、
義
仲
の
描
き
 
 

方
に
よ
っ
て
．
一
．
期
に
分
け
て
考
察
さ
れ
、
第
二
期
・
第
二
期
に
分
類
さ
れ
る
近
世
中
・
後
期
 
 

成
立
の
浄
瑠
璃
作
品
は
、
当
時
の
史
書
や
軍
記
評
判
記
等
の
義
仲
評
価
と
似
た
傾
向
が
認
め
 
 

ら
れ
、
歳
仲
に
好
密
的
・
同
情
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
し
 
 

園
文
学
研
究
資
料
館
磯
田
中
庄
兵
衛
∴
仲
村
弥
右
衛
門
板
本
（
二
凹
巻
∴
三
隅
）
に
よ
る
。
『
平
 
 

家
物
祈
研
究
事
典
』
信
太
周
氏
・
松
尾
輩
江
氏
担
当
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
の
項
に
よ
 
 

る
と
、
成
立
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
安
三
牛
版
行
本
等
が
伝
存
し
、
江
戸
前
期
の
『
平
家
物
 
 

語
』
草
受
史
の
一
端
が
窺
え
る
と
い
・
つ
。
 
 

国
文
学
研
究
資
料
館
の
三
手
文
庫
蔵
本
の
紙
焼
写
寅
に
よ
る
じ
 
 

国
文
学
研
究
資
料
館
の
彰
考
館
蔵
本
の
紙
焼
写
真
に
よ
る
。
 
 

『
国
文
注
釈
全
音
』
第
一
巻
 
（
昭
和
四
十
二
年
、
す
み
や
書
房
刊
）
 
所
収
本
文
に
よ
り
、
私
 
 

事
」
以
下
で
は
「
根
井
の
大
弥
太
行
親
」
と
し
た
り
混
乱
し
て
お
り
、
浄
瑠
璃
に
出
て
く
る
 
 

木
曽
の
家
臣
の
名
は
、
浄
瑠
璃
作
者
が
参
照
し
た
典
拠
等
と
も
願
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

「
文
道
」
の
字
句
は
『
信
浪
源
氏
木
曽
物
語
』
に
も
、
「
か
り
に
も
刊
勅
封
引
を
し
ら
ざ
れ
ば
 
 

督
引
を
た
つ
る
こ
と
か
た
し
」
と
伊
達
の
小
弥
太
の
諌
言
に
見
え
る
が
、
『
東
鑑
後
撰
集
』
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