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初
期
浄
瑠
璃
に
於
け
る
濡
場
の
史
的
展
開

一

浄
瑠
璃
史
上
に
一
人
転
機
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
「曽
根
崎
心
中
」
で
あ
る
。

小
論
で
は
こ
れ
以
前
の
浄
瑠
璃
を
総
称
し
て

「初
期
浄
瑠
璃
」
と
い
ふ
。
濡
場

と
は
元
来
、
歌
舞
伎
で
男
女
の
色
模
様
を
見
せ
る
場
を
い
ひ
、
初
期
頃
は
簡
単

な
濡
場
が
見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、

「役
者
綜
欄
筆
」

（元
祗
十
一
年
）
に

は

「或
る
人
の
い
は
く
、
や
つ
し
事
、
ぬ
れ
事
の
う
つ
り
、
山
下
と
は
風
の
変

つ
た
仕
出
し
な
れ
ば
」
と
坂
田
藤
十
郎
を
評
し
、
濡
事
が
此
頃
上
方
で
は
、
よ

く
上
演
さ
れ
て
を
り
、

「賢
外
集
」

（享
保
年
間
？
）
に
は
、
真
偽
は
別
と
し

て
藤
十
郎
が
密
夫
の
稽
古
の
た
め
茶
屋
の
花
車
に
恋
を
し
か
け
た
話
が
あ
り
、

同
書
に
叉

「坂
田
藤
十
郎
日
、
舞
台
に
て
け
い
せ
い
買
の
狂
言
を
勤
る
さ
へ
、

さ
し
合
な
り
、
然
れ
ど
も
こ
れ
は
是
非
に
及
ば
ず
と
申
さ
れ
し
、
し
か
る
に
い

つ
の
頃
よ
り
か
、
次
第
に
さ
し
合
の
せ
り
ふ
お
ほ
く
、
近
き
比
は
舞
台
に
て
二

人
来
る
狂
言
な
ど
組
あ
り
、
…
…
藤
十
郎
申
さ
れ
し
ご
と
く
、
一≡
一十
年
過
な

ば
、
や
く
し
や
の
行
儀
大
き
に
乱
ぬ
べ
し
と
、
未
前
を
察
し
申
さ
れ
し
事
、
日

々
に
思
ひ
当
り
た
り
」
と
あ
つ
て
、
藤
十
郎
頃
既
に
濡
事
は
か
な
り
写
実
的
に

行
は
れ
、
此
頃
か
ら
次
第
に
濡
事
其
物
が
場
と
し
て
の
観
念
を
持
ち
始
め
て
ゐ

た
ち
し
い
が
、
舞
台
で
寝
る
や
う
な
表
現
は

「賢
外
集
」
が
い
ふ
や
う
に
享
保

横

山

近
く
な
つ
て
か
ら
で
あ
ら
う
。
寛
政
頃
に
も
な
れ
ば
写
実
的
濃
厚
な
濡
事
が
完

全
に
濡
場
と
し
て
独
立
し
て
ゐ
る
。
右
の
事
情
か
ら
考
へ
る
と
、
初
期
浄
瑠
璃

に
濡
場
と
い
ふ
言
葉
を
用
ゐ
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
が
、
今
は
、
さ
う
し
た

厳
重
な
意
味
で
は
な
く
、
恋
愛
的
感
情

（怨
・
嫉
妬
・
愁
歎
等
を
除
く
）
の
表

現
が
見
ら
れ
る
場
面
を
仮
に
濡
場
と
よ
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
場
の
意
識
の
成

立
時
期
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
に
於
け
る
、
か
う
し
た
場
面
を
濡
事
的

意
識
を
以
て
見
て
ゐ
た
こ
と
は
、

「亀
谷
物
語
」

（
大
和
三
年
正
月
）
に

「
一

ぬ
れ
ぬ
れ
て
み
ん
と
思
ひ
」
と
あ
り
、

「甲
子
祭
」

（
天
和
四
年
二
月
）
に
も

「扱
は
ぬ
れ
を
や
ら
る
ヽ
な
」
と
あ
る
こ
と
で
明
か
で
あ
る
。
右
の
や
う
な
意

味
で
の
濡
場
の
表
現
の
恋
化
発
展
を

「曽
根
崎
心
中
」
以
前
の
浄
瑠
璃

（説
経

節
は
一
応
除
外
）
に
つ
い
て
眺
め
、
そ
れ
と
世
話
浄
瑠
璃
と
の
関
係
を
考
察
し

た
も
の
が
小
論
で
あ
る
。

二

浄
瑠
璃
を
年
代
順
に
眺
め
る
場
合
、
江
戸
浄
瑠
璃
は
英
系
統
や
影
響
の
点
か

ら
上
方
浄
瑠
璃
と
は
一
応
区
別
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
上
方
・

江
戸
を
間
は
ず
、
濡
場
表
現
上
の
各
新
特
徴

（傾
向
）
が
現
れ
た
時
期
に
重
き

を
置
く
た
め
、　
一
応
両
者
を
区
別
し
な
い
で
考
へ
た
い
。
先
づ

「浄
瑠
璃
十
二

正



段
」
よ
り

「曽
根
崎
心
中
」
に
至
る
ま
で
を
眺
め
、
濡
場
的
表
現
を
全
く
持
た

な
い
作
品
は
勿
論
除
外
し
、
濡
場
的
表
現
は
あ
つ
て
も
、
既
に
前
に
英
特
徴
が

現
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
よ
り
一
歩
も
出
な
い
も
の
、
又
は
全
く
古
い
形
の
ま
ゝ
の

も
の
等
は
、
こ
れ
叉
除
外
し
、
濡
場
的
表
現
に
於
け
る
新
傾
向
の
み
を
辿
づ
て

み
た
い
。
こ
の
場
合
、
濡
場
の
表
現
其
物
を
問
題
に
す
る
た
め
に
、
本
来
な
ら

年
代
を
追
つ
て
、
そ
の
新
傾
向
の
相
違
を
線
合
的
に
比
較
し
て
行
く
べ
き
で
あ

る
が
、
紙
数
の
関
係
で
、
年
代
順
に
観
察
の
結
果
、
濡
場
的
表
現
の
部
分
に
現

れ
て
来
る
各
新
特
徴
を
先
づ
分
類
す
る
。
そ
れ
を
大
体
、
発
生
の
順
序
に
並
ベ

て
み
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

■
原
始
形
式
　
　
　
２
煽

情

化
　
　
　
　
　
３
行

動

化

４
技

巧

化
　
　
　
５
女
性
の
積
極
化
　
　
　
６
超
人
的
力
の
利
用

７
明

朗

化
　
　
　
８
庶

民

化
　
　
　
　
　
９
範
囲
拡
大
・
度
数
増
加

■ｏ
激

情

化
　
　
　
ｎ
複

雑

化
　
　
　
　
　
１２
現

実

化

・３
執

拗

化
　
　
　
１４
心
理
描
写
　
　
　
　
　
特
１
濡
場
以
外

特
２
心
中
形
式

次
に
、
こ
れ
ら
に
つ
き
、
実
例
を
引
き
つ
つ
説
明
を
加
へ
る
。

１
原
始
形
式
　
「浄
瑠
璃
十
二
段
」

（
元
和
年
間
―
寛
永
初
年
頃
？
　
但
、
発

生
は
室
町
後
期
？
）
の
牛
若
が
浄
瑠
璃
姫
を
口
説
く
部
分

（枕
問
答
）
は
平
安

朝
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
浄
瑠
璃
に
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
所

に
王
朝
物
語
中
の
同
様
の
場
面
と
は
意
義
の
異
な
る
も
の
が
あ
り
、

「石
橋
山

七
き
お
ち
」
（正
保
四
年
六
月
伊
勢
嶋
宮
内
）、

「剣
さ
ん
だ
ん
」

（明
暦
頃
江

戸
板
）
等
の
濡
場
的
場
面
と
共
に
浄
瑠
璃
濡
場
の
原
始
形
式
と
見
た
い
。

２
場
情
化
　
濡
場
的
表
現
部
分
が
先
づ
感
情
の
面
に
新
味
を
出
し
て
来
る
こ
と

は
当
然
で
あ
ら
う
。

「公
平
誕
生
記
」

（
万
治
頃
？
　
大
和
少
稼
）
の
大
蛇
の

精
の
女
の
態
度
に
素
僕
で
は
あ
る
が
、
早
く
も
多
少
の
な
ま
め
か
し
さ
を
出
し

て
ゐ
る
。

「
い
か
つ
ち
論
」

（寛
文
末
？
）
で
は
、
か
な
り
の
色
気
表
現
と
な

り
、　
Ξ
一社
託
宣
」

（延
宝
六
年
正
月
、
加
賀
稼
）
で
は
一
歩
進
み
、

「
て
る

ひ
も
心
も
だ
た
ヽ
と
」
の
や
う
な
肉
感
的
表
現
を
見
る
。
更
に

「牛
若
千
人
斬

」
（延
宝
七
年
五
月
、
加
賀
稼
）、

「あ
ふ
ひ
の
う
へ
」

（延
宝
年
間
？
　
加
賀

稼
）
等
を
経
て
、

「藍
染
川
」

（延
宝
末
？
　
加
賀
稼
？
　
証

一
）
の
情
慾
的

表
現
に
発
展
す
る
。

姫
君
ね
ま
き
、
す
が
た
に
て
、
ゑ
ん
の
は
し
ら
に
よ
り
そ
ひ
な
が
ら
ね
や
の

内
を
う
ち
な
が
め
、
や
あ
し
ち
く
、
い
か
に
と
の
ご
を
も
た
ぬ
と
て
あ
ま
り

と
あ
れ
ば
わ
け
し
ら
ず
、思
ひ
思
ふ
て
か
の
人
の
た
ま
さ
か
の
し
の
び
ね
に
、

ま
く
ら
一
つ
で
、
ね
ら
れ
ふ
か
、
い
つ
か
ノ
ヽ
と
あ
ふ
事
を
、
く
ヽ
り
置
に

し
に
ゐ
ま
く
ら
、
け
ふ
こ
そ
ふ
た
り
か
さ
ね
ん
と
じ
つ
と
し
め
た
る
御
め
も

と
…
…
…
わ
ら
は
も
一
し
よ
ぞ
お
と
こ
め
と
…
…

其
後
、

「定
家
」
（延
宝
九
年
以
後
土
佐
少
橡
正
勝
）、

「以
呂
波
物
語
」

（貞

享
元
年
加
賀
稼
、
近
松
？
）、

「源
氏
長
久
移
徒
祝
」
（貞
享
三
年
三
・
四
月
頃

？
・　
角
太
夫
？
）、

「佐
々
木
大
鑑
」
（貞
享
三
年
七
月
義
太
夫
、
近
松
）、
「主

馬
判
官
盛
久
」
（貞
享
三
年
頃
？
　
義
太
夫
、
近
松
？
）
、
「天
智
天
皇
」
（元
藤

二
年
二
月
三
日
義
太
夫
、
近
松
）、
「自
然
居
士
」

（元
藤
三
年
正
月
？
　
加
賀

稼
）、

「都
の
富
士
」
（元
蔽
六
年
正
月
二
日
、
加
賀
塚
正
本
を
義
太
夫
襲
用
か

近
松
）、
ヨ
一井
寺
狂
女
」
（元
藤
六
年
？
　
義
太
夫
）
等
を
経
て
、
「弱
法
師
」

（
元
藤
七
年
九
月
？
　
義
太
夫
）
に
な
る
と
貴
族
的
言
葉
で
は
あ
る
が
内
容
は

官
能
性
を
強
め
、
世
話
物
的
表
現
を
さ
へ
思
は
せ
る
。

君
が
来
よ
と
の
こ
と
づ
て
に
心
一
つ
を
置
か
ね
て
、
立
て
み
ゐ
て
み
ね
ヽ
し

て
み
枕
の
上
の
、
み
だ
れ
が
み
み
だ
れ
、
心
の
う
か
ノ
ヽ
と
、
…
…
ィ
ャ
ナ

フ
つ
ぼ
ね
、
君
が
御
越
と
聞
し
よ
り
に
は
か
に
む
ね
の
せ
き
ふ
さ
が
り
、
う

れ
し
い
や
ら
こ
は
い
や
ら
も
は
づ
か
し
て
ど
う
も
な
ら
ぬ
、
何
と
ぞ
な
ら
ふ



事
な
ら
ば
返
替
を
し
て
た
も
ら
ぬ
か
、
い
や
は
や
こ
ゝ
な
お
子
で
も
あ
ろ
、

…
…
ど
う
で
一
度
は
は
づ
か
し
い
は
を
く
ひ
つ
め
て
ご
ざ
り
ま
せ
、
…
…
ね

や
は
さ
な
が
ら
う
つ
ゝ
共
、
思
ひ
さ
だ
め
ず
あ
ふ
事
も
夢
に
ま
が
ひ
し
は
つ

枕
、
と
り
も
な
ヽ
き
そ
か
ね
つ
く
な
、　
一
夜
を
千
夜
に
思
ひ
ね
と
、
…
…
…

更
に
、

「釈
迦
如
来
誕
生
会
」

（元
藤
八
年
、
但
、
宝
永
七
年
以
後
の
説
も
あ

る
。
義
太
夫
、
近
松
）
で
は
性
的
露
骨
な
言
葉
が
現
れ
、　
ヨ

心
五
戒
魂
」

（

元
藤
十
一
年
？
　
義
太
夫
、
近
松
？
）
に
至
る
と

総
じ
て
は
つ
に
寝
る
時
は
、
恥
し
さ
う
に
う
じ
ス
ヽ
と
す
れ
ば
拍
子
は
ぐ
れ

て
埓
明
か
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
厚
う
か
ゝ
つ
て
の
し
き
つ
て
ふ
と
こ
ろ
の
う
ち

ヘ
コ
ン
ヽ
こ
の
や
う
に
ず
つ
と
は
い
る
が
秘
密
の
く
で
ん
と
、
小
笹
が
肌
を

無
で
さ
す
リ
ァ
ゥ

思
ひ
の
外
む
つ
ち
り
と
肥
え
て
ゐ
る
は
、
あ
ぶ
ら
の
の
つ

て
手
ざ
は
り
の
気
味
の
よ
さ
、
ャ
レ

何
が
お
か
し
い
や
ら
へ
そ
が
笑
ふ
は
ャ

ッ
く
つ
ノ
ヽ
と
こ
そ
ぐ
り
給
へ
ば
…
…
…

と
な
り
、

「浦
島
年
代
記
」

（
元
藤
十
三
年
正
月
六
日
義
太
夫
、
近
松
）
で
も

場
情
的
描
写
が
強
く
な
つ
て
く
る
。

ひ
つ
た
り
だ
き
付
じ
め
合
て
…
…
…
女
房
達
は
気
を
も
み
上
、
さ
つ
て
も
手

ば
し
か
ひ
お
は
た
ら
き
、
…
…
何
を
い
や
る
、
あ
ヽ
取
く
ん
で
し
つ
ぽ
り
と

一
あ
せ
の
上
で
は
、
都
は
お
ろ
か
天
竺
迄
も
ご
ざ
れ
ノ
ヽ
、
ア
ヽ
し
ん
き
、

あ
れ
ノ
ヽ
お
舟
が
ゆ
ら
つ
き
出
た
、
見
れ
ば
め
の
ど
く
皆
お
じ
や
ノ
ヽ
と
…

「最
明
寺
殿
百
人
上
蕗
」

（元
藤
十
六
年
二
月
四
日
筑
後
稼
、
近
松
）
で
は
そ

の
場
情
性
は
最
高
と
な
つ
て
ゐ
る
。

若
衆
さ
ま
の
お
足
の
ご
ふ
に
も
手
拭
は
な
し
私
が
、
し
は
や
き
衣
お
慮
外
と

う
は
が
い
下
が
い
も
み
く
さ
に
し
て
、
足
の
か
う
か
ら
足
く
び
迄
ム
ヽ
ノ
ヽ

や
は
ら
か
な
お
は
だ
や
な
、
こ
ヽ
は
お
ひ
ざ
こ
ゝ
は
ふ
と
も
ヽ
内
も
ヽ
の
、

此
も
ヽ
よ
な
ら
わ
し
や
小
町
お
前
は
四
ゐ
の
少
将
で
車
の
し
ゞ
に
と
い
だ
き

付
、
…
…
‥

以
上
の
や
う
に
濡
場
の
場
情
化
は
加
賀
稼
の
延
宝
頃
よ
り
一
段
の
進
展
を
見
せ

更
に
元
縁
中
頃
の
義
太
夫
に
至
つ
て
強
調
さ
れ
、
世
話
的
表
現
の
性
格
さ
へ
持

つ
て
来
る
。

３
行
動
化
　
濡
場
表
現
の
感
情
面
に
次
い
で
行
動
面
に
新
味
が
現
れ
て
来
る
の

は
自
然
で
あ
ら
う
。
先
づ

「
い
か
つ
ち
論
」

（寛
文
末
？
）
に
幾
分
直
接
行
動

に
よ
る
恋
情
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、

「
三
社
託
宣
」
や

「あ
ふ
ひ
の
う
へ
」

に
は
既
に
男
の
烈
し
い
行
動
に
よ
る
恋
が
描
か
れ
、
全
く
静
的
な
原
始
形
式
と

は
か
な
り
の
変
化
を
示
し
て
ゐ
る
。

此
君
ゆ
へ
な
ら
ば
こ
ん
じ
や
う
は
世
の
た
め
し
、
来
世
は
む
け
ん
な
ら
く
ゑ

ん
ぶ
の
ち
り
と
も
な
ら
ば
な
れ
、
思
ひ
つ
め
た
る
一
念
は
ら
さ
で
お
め
ノ
ヽ

と
帰
ら
ん
や
と
猶
ゐ
す
く
ん
で
立
給
は
ず
、
兄
弟
は
ら
に
す
へ
か
ね
両
の
か

い
な
を
引
ツ
立
て
、
引
出
せ
ば
か
け
人
か
け
入
ば
引
出
し
、
３
一社
託
宣
）

「藍
染
川
」、

「東
山
殿
子
日
遊
」
（延
宝
九
年
正
月
加
賀
稼
）
に
な
る
と
、
か

な
り
露
骨
な
動
作
に
な
り
、
然
も
女
の
方
に
も
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
や
う

に
な
る
。
殊
に

「藍
染
川
」
に
は
蚊
帳
に
入
る
等
の
具
体
的
行
動
ま
で
も
書
か

れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

「京
わ
ら
ん
べ
」

（
大
和
三
年
三
月
、
加
賀
塚
）
に
も
見

ら
れ
る
が
、
既
述
の

「賢
外
集
」
が
い
ふ
歌
舞
伎
舞
台
で
の
二
人
寝
る
如
き
仕

組
が
享
保
近
く
な
つ
て
現
れ
た
こ
と
に
比
較
す
れ
ば
、
浄
瑠
璃
の
方
が
早
い
。

単
純
で
は
あ
つ
て
も
浄
瑠
璃
に
、　
か
う
し
た
表
現
が
非
常
に
早
く
現
れ
た
の

は
、　
そ
れ
が
人
形
に
よ
る
上
演
故
に
社
会
的
に
も
許
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

「以
呂
波
物
語
」
で
は
姫
の
な
ま
め
か
し
い
言
動
が
描
か
れ
、

「佐
々
木
大

鑑
」
も
同
様
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
よ
り
早
い

「凱
陣
八
島
」

（貞
享
二
年
八
月

以
前
加
賀
塚
、
近
松
？
）
に
は
物
語
る
形
式
で
は
あ
る
が
、
狂
言

「花
子
」
に

よ
る
相
当
大
胆
な
濡
事
的
行
動
が
聞
接
的
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
「日
本
西
王
母
」



（
元
藤
五
年
四
月
八
日
義
太
夫
、
近
松
）
に
な
る
と

「そ
れ
こ
そ
は
当
世
風
」

と
自
ら
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
男
女
共
に
大
胆
な
直
接
行
動
の
濡
場
が
描
か
れ
、

又
男
が
恋
の
証
拠
に
小
指
を
も
切
つ
て
ゐ
る
。
其
後
も
か
う
し
た
表
現
は

「京

四
条
阿
国
歌
舞
伎
」
（元
藤
以
前
？
　
土
佐
少
稼
正
勝
）、
「義
経
東
六
法
」
（元

隷
十
一
年
六
月
五
日
、
加
賀
稼
）、
ョ

心
五
戒
魂
」、
「傾
城
浅
間
嶽
」

（元
隷

十
一
年
以
後
富
松
薩
摩
）、
「根
元
曽
我
」

公
万
藤
十
四
・
五
年
以
前
？
　
義
太

夫
）
等
に
様
々
な
形
で
見
ら
れ
る
が
、

「曽
我
五
人
兄
弟
」

（元
隷
十
四
年
十

一
月
一
日
筑
後
稼
、
近
松
）
に
至
る
と
、
偽
り
の
恋
で
は
あ
る
が
、
禅
師
坊
の

大
胆
な
官
能
的
行
動
が
徹
底
的
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
従
来
の
型
に
は
ま
つ
た
表

現
に
あ
き
た
ら
な
く
な
つ
た
観
客
が
強
烈
な
刺
戦
を
求
め
つ
ヽ
あ
つ
た
た
め
で

あ
ら
う
。
世
話
物
出
現
前
の
胎
動
と
も
言
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
右
の
や
う
に
具

体
的
行
動
に
依
つ
て
示
さ
れ
始
め
た
濡
事
は
延
宝
末
頃
の
加
賀
稼
の
語
り
物
に

至
つ
て
急
速
に
発
展
し
、
男
女
共
に
露
骨
な
行
動
に
よ
つ
て
濡
場
を
構
成
す
る

や
う
に
な
る
。
こ
れ
が
元
敵
に
入
り
、
近
松
作
の
義
太
夫
正
本
に
な
る
と
当
世

風
と
の
明
確
な
自
覧
を
生
じ
、
近
世
化
さ
れ
た
現
実
的
濡
場
の
登
場
を
見
、
更

に
狂
乱
的
行
動
に
ま
で
発
展
し
、
或
る
意
味
で
は
世
話
物
の
恋
表
現
よ
り
も
強

い
も
の
が
あ
る
の
を
思
は
せ
る
。

４
技
巧
化
　
濡
事
が
次
第
に
積
極
的
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
恋
の
手
管
。
か
け

ひ
き
が
生
じ
て
来
る
。

「
日
本
王
代
記
丼
神
武
天
皇
の
ゆ
ら
ひ
」

（延
宝
二
年

正
月
中
旬
井
上
播
磨
塚
）、

「頼
朝
三
嶋
詣
」
（延
宝
六
年
正
月
相
模
橡
）
に
早

く
見
ら
れ
た
拗
た
言
葉
等
に
依
る
恋
の
手
管
的
表
現
は

「藍
染
川
」、
「東
山
殿

子
日
遊
」、
「賢
女
手
習
丼
新
暦
」

（貞
事
二
年
正
月
、
義
太
夫
）
で
は
や
ヽ
進

展
を
見
せ
、
日
説
等
の
手
管
描
写
が
男
女
両
方
に
見
ら
れ
る
。
殊
に

「賢
女
手

習
■
新
暦
」
の
濡
場
は

「浄
瑠
璃
十
二
段
」
の
そ
れ
と
形
が
よ
く
似

て
ゐ
る

が
、
表
現
は
余
程
近
世
的
と
な
り
、
男
女
共
に
か
け
ひ
き
の
拗
る
態
度
を
と
つ

て
ゐ
る
等
、
こ
の
頃
の
特
徴
を
明
瞭
に
示
し
て
ゐ
る
。

「浄
瑠
璃
十
二
段
」
の

忍
び
の
段
を
模
倣
し
た
も
の
に
は

「自
然
居
士
」
も
あ
る
が
、
同
じ
く
浄
瑠
璃

姫
と
牛
若
と
の
濡
場
を
描
い
た

「十
二
段
」

（
元
祗
三
年
三
月
義
太
夫
、
近
松

，
↓
に
至
る
と
急
転
開
し
、
徒
来
の
や
う
な
拗
た
態
度
や
口
説
等
の
消
極
的
な

も
の
か
ら
、
小
袖
等
を
用
ゐ
て
計
画
的
に
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
も
の

に
な
る
。
そ
の
一
節
を
挙
げ
れ
ば

あ
ま
り
に
つ
よ
く
を
し
あ
ひ
、
や
り
ど
し
や
う
じ
に
つ
れ
立
チ
て
一
ど
に
ぐ

は
ら
り
と
ふ
し
た
り
し
が
、
は
。つ
か
し
い
や
ら
お
か
し
い
や
ら
…
…
…
中
に

も
十
五
や
そ
つ
と
お
き
、
な
ふ
ノ
ヽ
皆
の
衆
へ
そ
は
有
か
と
云
け
れ
ば
叉
く

つ
ノ
ヽ
と
笑
出
し
…
…

と
牛
若
を
見
よ
う
と
す
る
侍
女
達
を
背
景
に
描
い
て
場
面
に
奥
行
を
出
し
、
姫

を
描
い
て
は

「
ハ
テ
ど
う
が
な
と
さ
し
う
つ
ふ
き
、
恋
の
し
か
け
に
き
を
く
る

し
め
」
と
思
案
の
後
、
侍
女
冷
泉
に
命
じ
て
自
分
と
牛
著
と
の
小
袖
を
交
換
さ

せ
る
計
略
に
よ
り
牛
若
を
自
室
に
入
れ
て
、
姫
は

う
れ
し
さ
か
ぎ
り
な
き
う
へ
に
ま
ひ
と
つ
む
り
な
し
よ
ま
う
有
、
ど
う
ぞ
も

の
し
て
給
は
れ
と
と
ん
と
も
た
れ
て
お
は
し
ま
す
、
…
…
そ
れ
は
む
か
し
の

し
の
び
の
だ
ん
今
此
す
い
な
よ
の
中
に
、
な
に
か
は
い
ら
ぬ
こ
れ
ノ
ヽ
と
れ

い
ぜ
い
十
五
や
し
か
た
に
て
、
も
ど
か
し
が
れ
ば
ひ
め
君
は
や
う
ノ
ヽ
に
心

づ
き
、
し
た
ぎ
を
ふ
は
と
う
ち
き
せ
て
、
じ
つ
と
し
め
た
る
し
た
ひ
も
は
…

「三
井
寺
狂
女
」

「
一
心
五
戒
魂
」

「根
元
曽
我
」
等
は
こ
れ
と
同
類
で
、
大

・
酒
盃
・
般
若
面
等
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
更
に

「信
田
小
太
郎
」

（元
蔽
十
四
ｏ

五
年
頃
？
　
筑
後
稼
、
近
松
？
）
に
な
る
と
、
巧
み
に
相
手
の
心
理
の
変
化
を

利
用
し
て
恋
の
手
管
を
競
ふ
ま
で
に
複
雑
化
し
て
来
る
（後
の
Ｍ
の
例
参
照
）。

以
上
の
や
う
に
濡
事
表
現
は
延
宝
末
の
加
賀
稼
正
本
や
貞
享
頃
の
義
太
夫
初
期

の
も
の
を
通
じ
て
技
巧
的
に
展
開
し
て
行
く
が
、
特
に
著
し
く
な
る
の
は
元
蔽



期
の
義
太
夫
の
も
の

（近
松
作
と
思
は
れ
る
も
の
が
多
い
）
か
ら
で
あ
つ
て
、

「信
田
小
太
郎
」
の
如
き
は
世
話
物
廓
場
の
恋
の
技
巧
に
比
し
て
も
損
色
が
な

い
と
い
へ
よ
う
。

５
女
性
の
積
極
化
　
極
く
古
い
浄
瑠
璃
で
は
、
恋
表
現
は
男
が
積
極
的
で
あ
る

が
、
既
に

「
日
本
王
代
記
」
で
は
姫
が
先
に
皇
子
の
部
屋
に
忍
び
、

「玉
津
し

ま
の
御
本
地
」

（
延
宝
五
年
正
月
井
上
播
磨
橡
）
で
も
女
が
先
に
歌
を
贈
り
、

相
曳
の
場
所
を
指
定
す
る
。

「頼
朝
三
嶋
詣
」
も
同
様
で
あ
る
。

「東
山
殿
子

日
遊
」
に
な
る
と
、
か
な
り
近
世
化
し
た
恋
の
動
作
ｏ
日
説
が
姫
に
あ
り
、
勝

元
は
消
極
的
で
、
却
つ
て
姫
の
積
極
性
を
強
調
し
て
ゐ
る
。

「京
わ
ら
ん
べ
」

で
も
千
団
に
来
た
手
紙
を
姫
が
取
る
等
、
女
性
の
恋
に
対
す
る
近
世
的
明
る
い

積
極
性
が
見
ら
れ
、
か
う
し
た
表
現
は

「以
呂
波
物
語
」

「佐
々
木
大
鑑
」

「

十
二
段
」

（前
掲
の
例
参
照
）
等
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

「頼
朝
伊
豆
日
記
」

（

元
藤
十
年
七
月
十
五
日
、
義
太
夫
）
に
な
る
と
、
こ
の
傾
向
は
い
よ
ノ
ヽ
強
く

な
り
、
朝
日
の
前
は
芭
蕉
の
精
に
扮
し
て
頼
朝
に
恋
を
迫
り
、
こ
の
年
代
の
濡

場
以
外
の
如
何
な
る
部
分
に
も
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
著
し
い
近
世
的
感
覚
を
示

し
て
ゐ
る
が
、
修
辞
的
に
は
時
代
物
的
堅
さ
が
残
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
世
話
物

の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉

「義
経
東
大
法
」
で
は
夫
の
顔
を
知

ら
ぬ
蓬
生
の
男
に
対
す
る
狂
乱
に
近
い
態
度
ま
で
が
描
か
れ
る
。
こ
の
や
う
に

延
宝
頃
の
加
賀
稼
の
も
の
か
ら
、
殊
に
元
隷
に
入
つ
て
の
義
太
夫
・
加
賀
稼
の

も
の
に
か
け
て
著
し
く
な
る
女
の
濡
場
に
於
け
る
積
極
性
は
勿
論
西
鶴
の
小
説

等
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
浄
瑠
璃
に
於
て
は
、
こ
の
後
、
近
世
を
通
じ
て
見

ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
世
話
物
に
多
い
女
性
の
一
般
的
積
極
性

（恋
の
み
に
限

ら
ず
）
の
基
礎
は
既
に
こ
ゝ
に
成
立
し
て
ゐ
た
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

あ
ら
う
。

６
超
人
的
力
の
利
用
　
浄
瑠
璃
の
濡
場
に
神
力
が
加
は
る
も
の
を
い
ふ
。

「
日

本
王
代
記
」

「玉
津
し
ま
の
御
本
地
」
で
は
神
が
恋
の
中
途
で
現
れ
、
恋
の
障

害
を
除
い
て
二
人
を
結
ば
せ
て
ゐ
る
。
又

「頼
朝
三
嶋
詣
」
に
な
る
と
、
恋
を

と
り
も
つ
も
の
は
神
で
な
く
、
盛
長
と
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
恋
の
成
就
は
霊
夢

に
よ
つ
て
ゐ
る
。　
〓
一社
託
宣
」
で
は
烈
し
い
恋
を
す
る
治
部
卿
を
描
き
な
が

ら
、
実
は
彼
が
神
の
化
身
で
あ
る
と
の
趣
向
で
あ
る
。
濡
事
の
こ
の
や
う
な
表

現
は
延
宝
年
間
の
井
上
播
磨
塚
ｏ
相
模
塚
・
加
賀
稼
の
正
本
の
僅
か
の
も
の
に

見
ら
れ
る
だ
け
で
、
英
後
は
元
藤
末
頃
ま
で
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
神
力
に
依

つ
て
恋
が
成
就
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
本
地
物
又
は
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で

あ
る
た
め
当
然
で
あ
る
が
、
単
に
縁
起
物
と
い
ふ
性
格
以
外
に
、
超
人
間
的
力

を
濡
場
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
依
つ
て
恋
を
正
当
な
も
の
、
或
は
烈
し
く
て
も

真
の
恋
で
な
い
も
の
と
す
る
一
種
の
表
現
技
巧
と
し
て
、
神
力
を
利
用
し
た
も

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
既
ち
恋
に
対
す
る
中
世
の
仏
教
的
倫
理
観
か
ら
近
世
的

な
も
の
へ
の
脱
皮
に
は
一
時
的
に
か
う
し
た
表
現
の
利
用
に
依
つ
て
、
当
時
の

一
般
社
会
通
念
と
の
矛
盾
の
緩
和
を
試
み
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

純
粋
な
近
世
的
性
格
を
持
つ
恋
愛
へ
の
過
渡
的
現
象
と
見
る
。

７
明
朗
化
　
濡
場
的
表
現
に
於
け
る
滑
稽
等
に
よ
る
明
朗
性
は
歌
舞
伎
で
は
早

く
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
の

「氏
神
詣
」

（
上
場
年
月
不
明
）
の
幕
切
れ
の
部
分

に
既
に
か
う
し
た
趣
向

（但
、
男
色
）
が
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
浄
瑠
璃

で
は

「
よ
こ
ぶ
え
」

（延
宝
四
年
霜
月
山
本
土
佐
稼
）
が
古
い
と
こ
ろ
か
と
思

ふ
。
こ
れ
に
は
度
々
恋
の
相
手
を
間
違
へ
る
滑
稽
で
明
る
い
が
幼
稚
な
表
現
が

見
ら
れ
る
。

「凱
陣
八
島
」
に
は

「花
子
」
の
趣
向
に
よ
り
、
妻
と
は
知
ら
ず

に
他
の
女
と
の
濡
事
を
物
語
る
や
ヽ
計
画
的
滑
稽
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
狂
言
が

ね
ら
つ
た
と
同
じ
性
質
つ
滑
稽
で
あ
る
点
に
於
て
、
む
し
ろ
中
世
的
と
見
る
べ

き
で
あ
ら
う
。

「源
氏
長
久
移
徒
祝
」
に
は
義
経
が
兄
嫁
と
は
知
ら
ず
伏
屋
の

前
に
濡
れ
か
け
る
滑
稽
が
あ
り
、

「佐
々
木
大
鑑
」
に
も
姉
妹
を
稚
児
と
間
違



へ
て
の
女
性
間
の
特
殊
の
滑
稽
が
見
ら
れ
る
。
其
後
も

「忠
臣
身
替
物
語
」

（

元
礁
二
年
八
月
、
加
賀
橡
？
　
義
太
夫
？
　
近
松
？
）
や

「自
然
居
士
」
で
も

同
様
の
も
の
が
あ
る
が
、
以
上
は
単
純
に
相
手
を
間
違
へ
る
に
過
ぎ
な
い
。
と

こ
ろ
が

「
三
井
寺
狂
女
」
に
な
る
と
、
や
は
り
相
手
に
つ
い
て
の
誤
解
で
は
あ

る
が
、
人
間
以
外
の
も
の
を
人
間
に
見
せ
て
相
手
の
心
を
ひ
く
手
の
こ
ん
だ
計

画
的
滑
稽
の
濡
場
と
な
り
、

「当
麻
中
将
姫
」

（元
藤
九
年
四
月
十
四
日
義
太

大
、
但
、
再
演
？
）
で
は
間
違
ひ
の
滑
稽
を
離
れ
て
、
濡
れ
の
表
現
其
物
に
軽

快
な
明
朗
性
を
持
つ
て
来
る
。
尤
も
英
後
も

「義
経
東
六
法
」
等
や
は
り
夫
の

顔
を
知
ら
ぬ
女
が
計
画
的
に
迷
は
さ
れ
る
滑
稽
も
あ
る
が
、

「丹
州
千
年
狐
」

（元
縁
十
二
年
？
　
加
賀
橡
、
近
松
？
）
で
は
再
び
濡
場
表
現
英
物
が
明
朗
で

は
ほ
ゑ
ま
し
い
も
の
を
見
る
。

（但
、
こ
れ
に
は
元
藤
十
一
年
十
一
月
の
歌
舞

伎

「関
東
小
六
今
様
姿
」
の
影
響
が
あ
る
）。
「信
田
小
太
郎
」
に
な
る
と
一
層

複
雑
化
し
、
小
菊
の
前
と
隼
人
と
が
互
に
相
手
を
色
仕
掛
で
だ
ま
さ
う
と
す
る

恋
の
技
巧
的
興
味
か
ら
来
る
皮
肉
や
ュ
ー
モ
ア
を
含
む
酒
落
た
明
朗
性
に
ま
で

達
す
る

（後
の
１４
の
例
参
照
）。　
右
の
や
う
に
最
初
は
偶
然
の
間
違
ひ
に
よ
る

単
純
な
滑
稽
的
明
る
さ
で
あ
る
が
、
元
祗
に
入
つ
て
か
ら
の
も
の
に
は

（加
賀

稼
。
義
太
夫
を
問
は
ず
）
次
第
に
複
雑
化
し
、
元
藤
末
の
筑
後
稼
の
も
の
で
は

非
常
に
近
世
的
に
洗
煉
さ
れ
た
明
朗
な
濡
場
と
な
つ
て
ゐ
る
。

８
、
庶
民
化
　
濡
場
表
現
全
般
に
於
て
中
世
的
ｏ
時
代
物
的
描
写
か
ら
近
世
庶

民
的
描
写
に
変
化
し
て
行
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
先
づ

「殿
上
闇
討
女
袖
鑑
」

（延
宝
五
年
十
一
月
）
に
な
る
と
女
の
言
葉
が
従
来
の
貴
族
的
な
も
の
か
ら
武

士
的
表
現
と
な
つ
て
、
古
い
城
を
脱
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
「善
光
寺
」
（延
宝

，
・　
山
本
土
佐
稼
）
に
な
る
と
更
に
一
歩
写
実
的
・
庶
民
的
に
砕
け
る
。

「牛

若
千
人
斬
」
や

「赤
染
衛
門
栄
華
物
語
」

（延
宝
八
年
正
月
、
加
賀
稼
）
も
同

様
で
あ
る
が
、
後
者
を
例
示
す
れ
ば

（但
、
こ
れ
は
偽
り
の
恋
で
あ
る
。）

姫
君
に
つ
と
は
、
ゑ
み
、
あ
、
し
つ
こ
物
い
み
に
て
な
き
な
ら
ば
こ
な
た
よ

り
も
思
ふ
身
が
、
何
し
に
い
つ
は
り
申
べ
き
、
い
は
れ
ぬ
御
念
や
つ
ら
に
く

や
と
し
と
ヽ
う
て
は
大
し
ん
は
、
さ
む
く
な
る
程
ぞ
つ
と
し
て
、
…
…

た
ゞ
こ
れ
ら
は
部
分
的
表
現
に
過
ぎ
な
い
が
、
「藍
染
川
」
（
２
の
例
参
照
）
や

「東
山
殿
子
日
遊
」
に
な
る
と
殆
ん
ど
濡
場
全
般
が
庶
民
化
的
性
格
を
持
つ
や

う
に
な
り
、
「平
安
城
」
（延
宝
九
年
六
月
以
前
、
加
賀
稼
）
で
は
天
皇
の
恋
を

も
町
人
的
に
描
い
て
ゐ
る
。

「京
わ
ら
ん
べ
」

「以
呂
波
物
語
」

「賢
女
手
習

澪
新
暦
」

「天
智
天
皇
」
「自
然
居
士
」
等
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
「十
二
殿
」

（
４
の
例
参
照
）
に
至
る
と
表
現
は
極
め
て
新
し
く
な
り
、
濡
場
全
体
が
立
体

的
に
構
成
さ
れ
、
従
来
の
も
の
に
比
し
著
し
く
庶
民
的
描
写
と
な
つ
て
、
世
話

物
的
味
を
さ
へ
持
つ
て
来
る
。
こ
の
や
う
に

「藍
染
川
」
以
来
、
延
宝
末
か
ら

元
藤
初
め
に
か
け
て
著
し
く
庶
民
化

（又
は
近
世
化
）
さ
れ
て
来
る
が
、
歌
舞

伎
で
は
既
に

「夕
霧
名
残
正
月
」

（延
宝
六
年
二
月
三
日
荒
木
与
次
兵
衛
座
初

演
）
が
あ
り
、
脚
本
が
現
存
し
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

「役
者
舞

一扇
子
」

（宝
永
元
年
刊
）
所
載
の
芸
評
等
か
ら
想
像
さ
れ
る
範
囲
で
も
、
こ
れ

ら
の
浄
瑠
璃
の
濡
場
よ
り
も
更
に
一
歩
庶
民
化
・
近
世
化
の
方
向
に
近
づ
い
て

ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
従
つ
て
世
話
歌
舞
伎
の
濡
場
の
影
響
が
多

分
に
あ
つ
た
こ
と
は
一
応
考
慮
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
更
に

「
日
本
西
王
母
」
に

も
著
し
く
庶
民
化
し
た
濡
場

（廓
場
中
に
あ
る
）
が
見
ら
れ
る
が
、

「暉
九
」

（元
藤
六
年
以
前
、
証
二
、
義
太
大
、
近
松
）
に
は
女
の
歌
を
点
出
し
て
、
後

の
世
話
物
を
聯
想
さ
せ
る
構
成
が
あ
り
、
そ
の
歌
の
表
現
も
庶
民
的
で
あ
る
。

お
く
の
わ
た
ど
の
見
給
へ
ば
こ
と
を
枕
に
女
の
ね
ご
ゑ
、
か
く
こ
そ
う
た
ひ

出
し
け
れ
、
ゆ
ふ
ベ
ノ
ヽ
の
、
わ
が
涙
川
、
も
し
や
あ
ふ
せ
の
な
み
枕
、
そ

れ
を
頼
み
に
う
き
身
を
を
く
る
ゑ
、
此
と
し
、
月
を
ゑ
、
み
や
は
を
ど
ろ
き

御
覧
あ
れ
ば
…
…
…



「都
の
富
士
」

「弱
法
師
」
（
２
の
例
参
照
）、

「釈
迦
如
来
誕
生
会
」

「当
麻

中
将
姫
」

「当
流
小
栗
判
官
」

（
元
藤
十
一
年
二
月
十
四
日
、
義
太
夫
、
近
松

但
、
加
賀
嫁
の
古
浄
瑠
璃
か
―
藤
井
博
士
）
等
を
経
て
、
「義
経
東
六
法
」
で
は

あ
と
さ
き
し
ら
ぬ
武
蔵
坊
、
へ
ん
た
う
も
出
ば
こ
そ
は
ふ
ノ
ヽ
す
り
ぬ
け
い

た
や
の
ノ
ヽ
、
薬
は
な
い
か
い
し
や
ぼ
ん
と
、
手
を
ふ
き
さ
す
り
に
げ
ま
は

れ
ど
、
…
…

の
や
う
に
舞
慶
も
朝
比
奈
も
全
く
庶
民
的
に
脚
色
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
濡
場
以
外

で
は
旧
来
の
ま
ゝ
の
厳
格
な
武
士
的
表
現
が
と
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
は
注
意
を

要
す
る
。

「
一
心
五
戒
魂
」
（
２
の
例
参
照
）、

「傾
城
浅
間
嶽
」

（歌
舞
伎
其

儘
の
改
作
で
あ
る
だ
け
に
雰
囲
気
は
世
話
的
に
砕
け
て
ゐ
る
）、

「本
海
道
虎

石
」
（元
藤
十
二
年
五
月
六
日
義
太
夫
、
錦
文
流
）、

「丹
州
千
年
狐
」

（但
、

前
記
の
「関
東
小
六
今
様
姿
」
や
元
隷
十
二
年
正
月
の
歌
舞
伎

「傾
城
仏
の
原
」

の
影
響
が
あ
る
）、
「浦
島
年
代
記
」
（
２
の
例
参
照
）、
「根
元
曽
我
」
（後
の
■４

の
例
参
照
）
、
「曽
我
五
人
兄
弟
」
等
に
も
一
様
に
庶
民
的
・
世
話
的
傾
向
が
見

ら
れ
る
が
、
殊
に
右
の

「浦
島
年
代
記
」
や

「最
明
寺
殿
百
人
上
薦
」

（
２
の

例
参
照
）
等
に
至
つ
て
は
部
分
的
で
は
あ
る
が
殆
ん
ど
完
全
に
世
話
化
し
て
ゐ

る
。
以
上
の
う
ち
特
に
庶
民
的
又
は
世
話
風
と
な
る
の
は

「十
二
段
」

（元
藤

三
年
）
以
後
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
、
三
の
例
外
を
除
け
ば
、
す
べ
て
義
太
夫

の
話
り
物
で
あ
る
。
作
者
は
近
松
又
は
其
疑
ひ
あ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て

ゐ
る
。　
一
小
部
分
の
濡
場
で
は
あ
る
が
、
義
太
夫
や
近
松
は
既
に
世
話
的
方
向

に
進
み
つ
ヽ
あ
つ
た
こ
と
が
窺
へ
る
や
う
に
思
ふ
。

９
範
囲
拡
大
と
度
数
増
加
　
一
つ
の
濡
場
の
範
囲
が
次
第
に
広
く
な
る
現
象
と

一
作
品
中
に
於
け
る
濡
場
挿
人
の
場
数
が
増
加
す
る
こ
と
と
を
い
ふ
。

「浄
瑠

璃
十
二
段
」
の
枕
問
答
は
例
外
的
に
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
原
始
形
式
と
考
ヘ

る
故
、　
一
応
除
外
す
る
。
延
宝
中
項
迄
の
濡
事
描
写
は
一
作
品
中
の
極
め
て
僅

か
の
部
分
に
過
ぎ
な
い
が
、

「藍
染
川
」

「東
山
殿
子
日
遊
」
に
な
る
と
濡
事

の
表
現
が
断
片
的
で
な
く
な
り
、
著
し
く
広
範
囲
に
な
る
。

「十
二
段
」

「頼

朝
伊
豆
日
記
」

「丹
州
千
年
狐
」

「根
元
曽
我
」

「信
田
小
太
郎
」
等
に
同
じ

傾
向
を
見
る
。
又
こ
れ
と
は
別
に

「京
四
条
阿
国
歌
舞
伎
」
で
は
一
つ
の
濡
場

範
囲
は
狭
い
が
、
三
箇
所
に
挿
入
さ
れ
て
ゐ
て
、
英
場
数
が
増
加
す
る
傾
向
を

示
し
て
ゐ
る
。　
コ

心
五
戒
魂
」
で
は
五
箇
所
に
増
加
す
る
。
こ
の
原
作

「鳥

羽
恋
塚
物
語
」

（延
宝
九
年
六
月
以
前
、
加
賀
稼
）
に
濡
場
が
全
く
な
い
の
に

比
較
す
れ
ば
英
相
違
が
明
か
で
あ
る
。　
か
う
し
た
例
は
少
数
で
あ
る
が
、　
濡

場
範
囲
の
拡
大
と
場
数
の
増
加
傾
向
と
は
共
に
濡
場
表
現
の
特
徴
が
一
作
品
中

の
全
般
に
広
が
ら
う
と
す
る
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
後
に
述
べ
る

「特

１
」
の
項
と
関
聯
し
て
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
延
宝
末
期
以
後
に

見
ら
れ
、
然
も
そ
れ
ら
は
殆
ん
ど
加
賀
橡
・
義
太
夫
の
語
り
物
で
あ
る
。
作
者

は
近
松
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

ｌｏ
、
激
情
化
　
煽
情
化
・
技
巧
化
と
共
に
濡
場
の
要
素
の
一
つ
は
烈
し
い
愛
情

表
現
で
あ
り
、
又
こ
の
方
向
に
向
ふ
の
が
濡
事
の
正
し
い
発
展
方
向
で
も
あ
ら

う
。
先
づ

「凱
陣
八
島
」
に
は
前
述
の
や
う
に

「花
子
」
の
趣
向
に
依
る
、
物

語
る
形
式
で
は
あ
る
が
近
世
化
し
た
激
し
い
情
熱
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
の
姫
じ
つ
と
手
を
と
り
て
、
か
ら
す
が
な
け
ば
、
も
い
の
と
お
し
や
る
月

夜
の
、
か
ら
す
、
い
つ
も
な
く
と
う
た
ひ
と
め
ら
れ
し
程
に
、
い
や
ノ
ヽ
は

や
あ
く
る
や
ら
、
あ
れ
、
ノ
ヽ
ノ
ヽ
…
…
…
い
な
ふ
よ
、
も
ど
ら
ふ
よ
と
い

へ
ど
も
こ
ご
し
に
だ
き
つ
い
て
、
い
な
ふ
と
も
も
ど
ら
ふ
と
も
、
な
に
と
も

そ
な
た
の
御
は
か
ら
ひ
と
、
い
ふ
て
は
た
も
と
を
引
と
め
て
、
と
り
も
な
け

か
ね
も
な
れ
、
な
れ
ノ
ヽ
し
け
れ
ど
、
し
め
て
お
よ
れ
の
夜
は
よ
な
か
Ｉ
…

稀
に
見
る
激
情
の
濡
場
で
あ
る
。
西
沢

一
風
の

「今
昔
操
年
代
記
」
は
、
義
太



夫
の

「賢
女
手
習
洋
新
暦
」
と
競
演
し
て
不
評
で
あ
つ
た

「暦
」
に
代
へ
て
、

加
賀
稼
が
こ
の
曲
を
語
る
こ
と
に
依
り
好
評
を
得
た
こ
と
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
こ

の
事
件
は
加
賀
橡
の
芸
風
が
必
ず
し
も
義
太
夫
の
新
風
に
敗
退
し
た
も
の
と
は

考
へ
ら
れ
ず
、
作
品
も
多
分
に
関
係
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
森
修
氏
も
既
に
言

は
れ
て
ゐ
る

（証
三
）
が
、

「評
判
よ
き
最
中
…
…
…
」
と
い
ふ
一
風
の
記
載

は
、
出
火
の
事
故
さ
へ
な
か
つ
た
な
ら
或
は
加
賀
稼
の
話
る

「凱
陣
八
島
」
が

義
太
大
方
を
圧
倒
す
る
可
能
性
の
あ
つ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は

れ
る
。
実
際
右
の
濡
場
表
現
の
み
か
ら
考
へ
て
も
、
こ
れ
ら
三
曲
中
、
最
も
近

世
的
特
徴
を
持
つ
も
の
が

「凱
陣
八
島
」
で
あ
り
、
最
も
其
色
彩
に
乏
し
い
も

の
が

「暦
」
で
あ
つ
て
、
こ
の
想
像
は
必
ず
し
も
空
想
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

元
蕨
に
入
る
と
「弱
法
師
」

（２
の
例
参
照
）
に
見
る
や
う
な
「と
り
も
な
ヽ

き
そ
か
ね
つ
く
な
、　
一
夜
を
千
夜
に
思
ひ
ね
」
と
い
ふ
激
し
い
濡
場
と
な
る
。

最
も
激
し
い
の
は
右
の
二
例
程
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
近
い
も
の
は
多
数
見
当

る
。
右
二
例
が
加
賀
稼
ｏ
義
太
夫
の
語
り
物
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
い
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
か

（作
者
は
両
方
共
に
疑
間
が
あ
る
）。

■
、
複
雑
化
　
濡
場
が
時
と
共
に
複
雑
化
し
て
行
く
こ
と
は
自
然
で
あ
ら
う
。

古
く
は
主
に
男
女

一
人
づ
つ
の
恋
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

「佐
々
木
大
鑑
」

で
は
姉
妹
が
一
人
の
男
を
争
ひ
、
所
謂
三
角
関
係
的
な
も
の
と
な
り
、
末
だ
幼

稚
で
は
あ
る
が
、
後
の

「妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
（恋
の
を
だ
ま
き
）
や

「摂
州
合

邦
辻
」

（合
邦
内
）
等
の
恋
争
ひ
を
思
は
せ
る
も
の
が
既
に
存
在
し
て
ゐ
る
。

コ
扇
の
芝
」
（貞
享
三
年
七
月
以
前
、
加
賀
嫁
）、

「天
智
天
皇
」

「暉
丸
」
等

も
同
様
で
あ
る
。
右
の
や
う
な
濡
場
に
複
雑
な
波
瀾
を
与
へ
る
趣
向
は
大
体
貞

亨
以
後
に
見
ら
れ
、
義
太
太
の
語
る
近
松
の
作

・品
に
多
い
。

・２
ヽ
現
実
化
　
一早
楽
的
或
は
単
に
激
情
の
み
に
よ
る
濡
場
で
は
な
く
て
、
や
ヽ

理
性
的
な
現
実
的
著
実
な
恋
に
よ
る
濡
場
表
現
を
い
ふ
。
然
し
此
処
に
挙
げ
る

も
の
以
外
が
す
べ
て
不
真
面
目
な
濡
場
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
先
づ

「

花
洛
受
法
記
」

（元
藤
二
年
二
月
、
加
賀
稼
）
に
は
表
現
は
や
ヽ
古
い
が
、
肉

感
的
要
素
は
殆
ん
ど
な
く
、
後
に
世
話
物
で
発
達
す
る
恋
の
現
実
性
ｏ
社
会
性

へ
向
ふ
傾
向
を
暗
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

い
や
に
も
あ
ら
ぬ
、
御
殿
ぶ
り
、
な
づ
み
は
す
れ
ど
さ
す
が
又
、
い
つ
は
り

や
ら
誠
や
ら
、
こ
と
ば
の
露
む
ら
し
ぐ
れ
ふ
り
み
ふ
ら
ず
み
さ
だ
め
な
き
、

契
り
は
い
や
と
ぞ
仰
け
る
、
時
輔
聞
も
あ
へ
給
は
ず
、
こ
は
お
詞
共
覚
え
ぬ

』わ恥雛」一い「嗅詢”は制いいな」け城一れ喝η】け積』編け

れ
さ
も
あ
ら
ば
、
み
づ
か
ら
一
つ
の
ね
が
０
有
…
…
…
今
は
打
と
け
玉
ば
ヽ

き
手
を
取
く
め
ば
時
輔
は
ァ
ン

よ
ね
ん
み
ふ
し
も
な
よ
、
ノ
ヽ
た
け
の
…
■

叉

「本
朝
用
文
章
」

０
万
藤
初
め
？
　
義
太
夫
、
近
松
？
）
で
は
、
し
み
た
ヽ

と
し
た
恋
の
述
懲
が
描
か
れ
、　
同
じ
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
が
、　
右
の
も

の
よ
り
表
現
が
幾
分
新
し
く
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
未
だ
時
代
物
の
生
優
ざ

を
持
つ
て
ゐ
る
が
、　
後
の
世
話
物
的
恋
の
一
性
格
を
聯
想
さ
せ
る
も
の
が
あ

Ｚり。
Ｂ
執
拗
化
　
「日
本
西
王
母
」
で
は
従
来
の
比
較
的
あ
つ
さ
り
し
た
恋
表
現
と

は
異
な
り
、　
民
部
卿
入
道
の
宮
城
野
に
対
す
る
極
め
て
執
拗
な
恋

（但
、
偽

り
）
の
濡
場
が
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
も
廓
場
で
あ
つ
て
、
濡
場
と
廊
場
と
の

結
合
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
結
合
は
既
に

「名
古
屋
山
三
郎
」

（延
宝
末
？

土
佐
少
稼
正
勝
）
や

「大
蔵
虎
稚
物
語
」

（元
藤
初
め
？
　
義
太
夫
、
近
松
）

に
僅
か
見
ら
れ
る
が
、

「日
本
西
王
母
」
は
違
か
に
本
格
的
で
描
写
も
世
話
的

と
な
つ
て
ゐ
る
。
猶
、
こ
の
曲
は
藤
井
乙
男
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
や
う
に
、
歌

舞
伎
の
「傾
城
浅
間
嶽
」

（元
蔽
十
一
年
正
月
）
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
濡

場
も
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
当
時
は
と
か
く
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
の



多
か
つ
た
浄
瑠
璃
が
逆
に
歌
舞
伎
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。
叉
歌
舞
伎
を
そ
の
ま
ヽ
模
倣
し
た
富
松
薩
摩
の

「傾
城
浅
間
嶽
」
が
同

様
に
廓
場
中
で
執
拗
な
濡
場
を
描
い
て
ゐ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
で

は
特
に
著
し
い
二
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

・４
ヽ
心
理
描
写
　
濡
場
に
心
理
描
写
が
現
れ
る
の
は
、
さ
す
が
に
お
そ
く
、

「

根
元
曽
我
」
ま
で
下
る
。
こ
れ
で
は
名
ば
か
り
の
夫
婦
の
悶
々
の
情
を
別
々
に

巧
み
に
書
き
わ
け
て
ゐ
る
。

は
ヽ
を
も
め
と
り
お
な
じ
や
か
た
に
す
み
な
が
ら
…
…
…
よ
つ
ぽ
ど
見
ご
と

な
も
の
な
る
を
ひ
と
り
ね
さ
せ
て
を
き
け
る
も
、
ァ
、

こ
れ
だ
け
が
う
き
よ

じ
や
と
、
思
ひ
な
ぐ
り
て
引
よ
す
る
、
ま
く
ら
に
ち
か
き
ゑ
ん
さ
う
の
け
ふ

り
…
…
子
共
が
は
ヽ
は
め
も
あ
は
ず
つ
ま
の
ね
や
を
な
が
め
や
り
、
さ
り
と

は
か
た
い
お
と
こ
か
な
、
い
つ
か
に
ぎ
り
が
あ
れ
ば
２
て
、
ふ
う
ふ
と
な
を

よ
ぶ
う
へ
か
ら
は
も
う
か
う
は
な
い
は
づ
の
こ
と
、
…
…
…
ま
く
ら
は
と
れ

ど
ね
い
ら
れ
ず
お
と
こ
ほ
し
が
る
ね
す
が
た
や
、
わ
が
ひ
ざ
だ
い
て
、
ね
ゝ

し
て
も
い
ろ
も
な
づ
み
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
ね
ま
き
な
が
ら
そ
つ
と
お
き
…
…

…
…
（根
元
曽
我
）

更
に

「信
田
小
太
郎
」
に
な
る
と
、
小
菊
の
前
と
隼
人
と
が
互
に
相
手
の
心
の

裏
を
考
へ
て
色
仕
掛
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
複
雑
な
、
然
も
洒
落
た
濡
場
の
展

開
を
見
る
。　
一
部
分
の
み
あ
げ
る
と

此
木
の
う
へ
か
ら
お
ち
た
る
体
に
も
て
な
し
た
ら
ば
、
肝
を
つ
ぶ
し
て
か
の

女
つ
か
ノ
ヽ
と
立
出
ん
、
そ
こ
を
と
ら
へ
て
く
ど
か
ん
と
木
の
上
よ
り
ど
う

と
お
ち
、
…
…
髪
を
明
て
給
は
れ
と
い
と
く
る
し
げ
に
い
ひ
け
れ
ば
、
何
の

用
か
も
し
ら
ね
共
私
は
た
つ
た
今
、
た
な
成
物
を
と
ら
ん
と
し
て
つ
ぎ
足
を

ふ
み
は
，つ
し
、
…
…
こ
ゑ
打
ふ
る
ひ
い
ひ
け
れ
ば
隼
人
大
き
に
ぎ
や
う
て
ん

し
、
…
…
そ
ば
へ
に
じ
り
ょ
り
、
手
を
取
さ
す
り
じ
つ
と
し
め
、
ム
ヽ

よ
い

み
や
く
の
、
…
…
…
定
て
よ
る
は
ね
ぐ
る
し
う
、
ど
こ
や
ら
う
そ
さ
び
し
い

き
み
が
御
ざ
ら
ふ
が
と
い
へ
ば
、
ホ
ゥ
こ
う
し
や
成
御
か
た
や
…
…
…
身
を

う
き
く
さ
の
ね
を
た
へ
て
さ
そ
ふ
水
も
の
女
ぞ
と
…
…
…
ゑ
く
ば
に
色
を
ふ

く
ま
せ
て
、
し
と
や
か
成
し
物
語
、
隼
人
弥
の
せ
ら
れ
て
、
先
程
よ
り
の
は

な
し
の
て
い
…
…
…
ン
テ
先
そ
な
た
は
い
か
や
う
成
男
ぶ
り
が
お
す
き
ぞ
と

い
へ
ば
、
さ
れ
ば
い
の
、
わ
ら
は
が
す
い
た
男
は
の
年
の
こ
ろ
汁
二
三
共
み

へ
て
、
…
…
松
の
木
へ
の
ぼ
つ
た
り
又
ひ
よ
つ
と
お
ち
た
り
す
る
や
う
な
、

そ
ヽ
こ
し
う
て
つ
ベ
ノ
ヽ
と
う
そ
を
つ
く
男
に
そ
ひ
た
く
候
が
…
…
…

右
二
曲
は
共
に
義
太
夫

（後
者
は
筑
後
稼
で
、
近
松
作
か
）
の
語
り
物
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
描
写
を
見
る
場
合
、
心
理
的
描
写
に
富
む
世
話
物
出
現
の
間
近

い
こ
と
を
思
は
せ
る
。

特
１
濡
場
以
外
　
右
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
は
濡
場
の
み
に
限
つ
た
が
、
濡
場
以

外
の
部
分
に
も
多
少
は
世
話
的
味
を
出
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
先
づ

「名
古

屋
山
三
郎
」
の
道
行
文
に
、
か
な
り
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
「義
経
東
六
法
」

の
道
行
文
は
更
に
一
層
世
話
に
砕
け
て
ゐ
る
。
又
「丹
州
千
年
狐
」
で
は
狐
が
化

け
た
僧
と
巴
丸
と
の
会
話
に
世
話
的
表
現
が
見
ら
れ
る
。
但
、
狂
言

「
こ
ん
く

わ
い
」
の
影
響
が
強
い
。
更
に

「浦
島
年
代
記
」
第
二
の
浦
島
女
房
の
言
葉
は

庶
民
的
で
性
的
表
現
も
あ
り
、
そ
の
態
度
も
世
話
的
で
あ
る
。
同
じ
く
第
三
の

阿
開
の
府
生
諸
門
夫
婦
の
言
葉
も
極
め
て
庶
民
的
と
な
つ
て
ゐ
る
。
右
の
や
う

に
早
く
は
延
宝
未
の
江
戸
、
土
佐
少
稼
の
も
の
に
も
見
ら
れ
る
が
、
未
だ
生
硬

で
あ
る
。
近
世
的
・
世
話
的
傾
向
を
強
く
す
る
の
は
元
祗
に
入
つ
て
か
ら
で
あ

つ
て
、
義
太
夫

（筑
後
稼
）
の
話
り
物
で
あ
る
。
作
者
は
近
松
又
は
其
疑
ひ
あ

る
も
の
に
、
こ
の
傾
向
が
濃
い
。
然
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
極
め
て
少
数
に
過
ぎ

な
い
が
、
濡
場
中
心
に
見
ら
れ
た
世
話
的
性
格
が
他
の
部
分
に
も
及
ん
で
来
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
猶
、
濡
場
以
外
で
世
話
的
特
徴
を
持
つ
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も
の
に
廓
場
が
あ
る
が
、
小
論
で
は
濡
場
と
一
致
す
る
廓
場
だ
け
を
扱
つ
た
。

た
ゞ
一
言
附
加
す
れ
ば
、

「七
人
比
丘
尼
」

「世
継
曽
我
」

「
三
世
相
」

「大

磯
虎
稚
物
語
」

「傾
城
浅
間
嶽
」

「賀
古
教
信
七
墓
廻
」
等
に
内
容
・
情
緒
共

に
世
話
浄
瑠
璃
の
廓
場
と
殆
ん
ど
変
ら
な
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
然
し
其
他
の

殆
ん
ど
の
廓
場
は
未
だ
時
代
物
的
暗
さ
・
武
力
争
闘
・
御
家
騒
動
の
色
彩
が
濃

い
。

特
２
心
中
形
式
　
早
く

「名
古
屋
山
三
郎
」
に
道
行
を
含
む
立
派
な
心
中
形
式

が
見
ら
れ
る
。
尤
も
最
後
は
死
な
ず
に
発
見
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
か
つ
ら
ぎ
が
山

三
の
住
居
を
訪
ね
、
二
人
情
死
の
目
的
で
出
て
ゐ
る
。
但
、
こ
れ
が
延
宝
末
と

い
ふ
こ
と
に
は
未
だ
疑
間
が
あ
る
が
、
若
月
保
治
氏
が
指
摘

（証
四
）
さ
れ
て

ゐ
る
や
う
に

「遊
屋
物
語
」
（延
宝
四
月
九
月
）
や
歌
舞
伎

「遊
女
論
」
（延
宝

八
年
三
月
、
但
、
本
曲
と
の
前
後
不
明
）
等
の
影
響
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
本

曲
が
延
宝
末
年
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「曽
根
崎
心
中
」
以
前
の
江
戸
浄
瑠
璃
に

早
く
も
心
中
物
形
式
が
殆
ん
ど
完
成
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

然
し
、
こ
れ
は
濡
場
で
は
な
く
、又
全
く
の
特
例
で
あ
つ
て
、
「曽
根
崎
心
中
」

が
出
る
迄
の
浄
瑠
璃
に
、
心
中
形
式
は
管
見
で
は
見
出
し
得
な
い
。

以
上
の
■
よ
り
１４
に
至
る
各
特
徴
を
そ
の
発
生
順
に
眺
め
る
場
合
、
次
の
や

う
な
濡
場
展
開
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

原
始
形
式
（
ｌ
Ｙ
ｌ
ｖ
感
情
（
２
Ｙ
ｌ
ｖ
行
動
（
３
Ｙ
ｌ
ｖ
技
巧
（
４
５
Ｙ
ｌ
ｖ
正
当

化
（
６
）―
↓
近
世
化
（
７
８
）―
↓
拡
大
（
９
）―
↓
激
化
（
■０
）―
↓
複
雑
（
Ｈ
）

―
↓
お
ち
つ
き
（１２
・３
Ｙ
ｌ
ｖ心
理
（
１４
）

濡
場
の
展
開
が
そ
の
本
性
上
、
先
づ
感
情
面
に
生
じ
、
次
い
で
行
動
面
に
現
れ

そ
れ
が
次
第
に
抜
巧
化
し
て
来
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
濡
事
に

対
す
る
時
代
的
反
省
を
経
て
、
更
に
一
歩
近
世
化
的
方
向
に
進
展
し
、
形
式
的

に
は
場
面
拡
大
、
内
容
的
に
は
激
情
化
さ
れ
、
複
雑
化
へ
の
一
途
を
辿
る
が
、

や
が
て
、
か
う
し
た
濡
場
に
も
一
種
の
現
実
的
お
ち
つ
き
を
生
じ

「執
拗
」
に

沈
潜
し
、
か
う
し
た
立
場
か
ら
最
後
に
心
理
描
写
が
現
れ
て
ゐ
る
。
右
は
一
小

部
分
の
濡
場
表
現
で
は
あ
る
が
、
ン」
ヽ
ま
で
来
れ
ば
、や
が
て
現
れ
る
世
話
浄
瑠

璃
表
現
に
対
す
る
準
備
が
十
分
整
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

三

二
に
於
て
観
察
し
た
濡
場
の
発
展
は
各
特
徴
自
身
の
中
に
於
て
も
、
又
そ
れ

ら
各
特
徴
の
種
類
を
発
生
順
に
眺
め
て
も
、共
に
世
話
浄
瑠
璃
表
現
（主
に
修
辞

面
）
に
非
常
に
近
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
が
窺
は
れ
、然
も
濡
場
以
外
の
部
分
に
は
、

か
う
し
た
現
象
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
然
し
濡
場
は
所
詮
一
曲
中
の
一
部
分

に
過
ぎ
ず
、「曽
根
崎
心
中
」
以
下
の
世
話
物
に
は
未
だ
数
歩
の
間
隔
が
あ
つ
た
。

こ
れ
が

「曽
根
崎
心
中
」
に
ま
で
飛
躍
す
る
に
は
何
ら
か
の
動
機
が
必
要
の
筈

で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
考
へ
る
に
つ
い
て
先
づ
右
に
見
て
来
た
濡
場
の
展

開
を
太
夫
の
芸
風
と
の
関
聯
に
於
て
眺
め
た
い
。
濡
場
表
現
に
は
作
者
の
作
風

が
大
い
に
関
係
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
初
期
の
古
浄
瑠
璃
に
於

て
殆
ん
ど
作
者
が
不
明
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
加
賀
稼
の
場
合
に
於
て
も
不
明

又
は
疑
間
の
あ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
近
松
が
か
な
り
多
く
の
作
品
を
加
賀

，橡
に
与
へ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
作
者
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う

し
、
加
賀
橡
自
身
も
浄
瑠
璃
を
書
い
た
と
言
は
れ
る
。
叉
義
太
夫

（筑
後
稼
時

代
を
含
ま
ず
）
の
話
り
物
に
も
作
者
の
疑
間
が
多
く
あ
る
。
そ
の
上
、
初
期
の

浄
瑠
璃
で
は
作
者
よ
り
も
太
夫
の
方
が
大
き
な
権
威
を
持
ち
、
加
賀
稼
の
如
き

は
其
適
例
で
あ
る
。
か
う
し
た
傾
向
は
筑
後
稼
の
死
ぬ
前
後
ま
で
続
い
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も

「曽
根
崎
心
中
」
が
出
る
項
迄

は
近
松
と
雖
も
太
夫
の
権
威
に
は
及
ば
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
か
う
し
た
種

々
の
点
か
ら
初
期
浄
瑠
璃
の
濡
場
を
考
へ
る
場
合
、
作
者
よ
り
も
太
夫
の
芸
風



に
重
き
を
置
い
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。
猶
、
人
形
と
の
関
係
も
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
が
、
今
は
そ
れ
に
触
れ
な
い
。

二
に
あ
げ
た
濡
場
の
諸
特
徴
の
う
ち
２
３
４
５
７
８
■０
■
■２
・３
・４
の
十
一
の

特
徴
は
世
話
浄
瑠
璃
の
表
現
要
素
に
特
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
ゐ
て
、
時
代

物
よ
り
も
む
し
ろ
世
話
物
に
こ
そ
多
く
見
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
然
も

こ
れ
ら
は
主
に
濡
場
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
英
他
の
部
分
に
は
僅
か
の
例
外
を

除
き
殆
ん
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
右
十
一
の
特
徴
中
２
３
４
５
７
８
の
各

特
徴
に
於
て
は
大
体
、
最
初
の
形
式
か
ら
一
段
の
飛
躍
を
す
る
の
が
延
宝
期
の

加
賀
稼
の
語
り
物

（極
く
一
部
分
は
貞
享
頃
の
義
太
夫
初
期
の
語
り
物
）
か
ら

で
あ
り
、
次
の
進
展
を
す
る
の
が
元
藤
期
の
義
太
夫

（少
数
は
加
賀
稼
）
の
話

り
物
で
あ
る
。
作
者
は
近
松

（又
は
疑
ひ
の
あ
る
も
の
）
が
多
く
眼
に
つ
く
や

う
に
な
る
。
こ
れ
が
更
に
進
展
の
度
を
強
め
て
、
殆
ん
ど
世
話
物
に
変
ら
ぬ
ま

で
に
な
る
の
が
元
藤
十
四
年
か
ら
十
六
年
頃

（
「曽
根
崎
心
中
」
直
前
）
の
筑

後
橡
の
話
り
物
で
あ
る
。　
作
者
は
近
松
又
は
近
松
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。．次
に
１０
■
２
は
貞
享
・
元
藤
頃
の
加
賀
稼
に
も
義
太
夫
に
も
見
ら
れ
、
作

者
の
約
半
数
は
近
松

（推
定
の
も
の
を
含
む
）
で
あ
る
。
■３
は
主
Ｌ
万
蕨
期
の

義
太
夫
・
富
松
薩
摩
の
も
の
に
見
ら
れ
、

１４
は
元
藤
末
年
近
く
の
義
太
夫
・
筑

後
稼
の
語
り
物
に
見
ら
れ
る
が
、

１０
以
後
の
も
の
は
時
代
的
展
開
を
特
別
に
示

し
て
ゐ
な
い
０

右
の
や
う
に
濡
場
に
最
初
の
飛
躍
が
見
ら
れ
る
の
は
加
賀
稼
の
も

の
で
あ

り
、
展
開
の
な
い
１０
１１
１２
で
も
ヽ
新
傾
向
の
も
の
に
は
同
様
に
加
賀
稼
の
話
り

物
が
入
つ
て
ゐ
る
。
加
賀
嫁
の
こ
の
新
し
さ
は
彼
が
歌
舞
伎
を
模
倣
し
た
こ
と

（高
野
正
巳
氏
著

「近
世
演
劇
の
研
究
」
）
に
も
よ
る
が
、
加
賀
稼
の
芸
風
が

当
時
広
く
世
に
行
は
れ
た
こ
と
は

「好
色
と
こ
だ
ん
ぎ
」

（元
隷
二
年
二
月
）

の

「舞
子
の
好
色
」
に

「嘉
太
夫
ぶ
し
の
浄
る
り
に
て
…
…
道
行
を
ま
ふ
」
と

あ
り
、
「京
の
見
物
あ
た
ま
か
ら
お
気
に
入
て
」
（今
昔
操
年
代
記
）、
「加
賀
稼

宇
浄
晟
鹿
と
あ
ら
た
め
し
よ
り
、
町
中
い
よ
ノ
ヽ
此
流
を
か
た
り
出
し
」

（同

書
）、
「師
匠
の
語
ら
る
ヽ
節
所
は
見
物
衆
極
て
讃
ざ
る
と
云
事
な
し
」

（竹
豊

故
事
）
の
如
く
、
舞
子
か
ら
一
般
庶
民
に
迄
到
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
彼
の
芸
風

に
古
浄
瑠
璃
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
新
し
い
庶
民
性
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
つ

た
ヽ
め
と
思
は
れ
る
。
兎
角
、
浄
瑠
璃
の
新
風
は
義
太
夫
に
依
つ
て
初
め
て
成

し
遂
げ
ら
れ
た
や
う
に
言
は
れ
る
が
、
濡
場
に
見
ら
れ
る
新
傾
向
に
関
す
る
限

り
、
少
な
く
と
も
第

一
段
階
の
新
風
を
作
つ
た
も
の
は
加
賀
稼
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は

「竹
子
集
」

（延
宝
六
年
）
に
見
ら
れ
る
次
の

一
節
で
あ
る
。

恋
慕
は
、
幽
玄
の
上
に
切
な
る
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
専
と
す
、
い
か
に
も
人
に
う

ち
も
ま
れ
、
な
つ
か
し
き
心
を
も
ち
、
ふ
か
く
思
ひ
入
て
か
た
る
べ
し
、
思

ひ
う
ち
に
あ
れ
ば
色
外
に
あ
ら
は
る
ヽ
、
し
ら
露
も
紅
葉
に
お
け
は
紅
の
玉

と
い
へ
る
が
こ
と
し

「浄
瑠
璃
十
二
段
」
当
時
の
未
だ
浄
瑠
璃
が
中
世
武
士
意
識
を
出
て
ゐ
な
か
つ

た
頃
よ
り
、
次
第
に
町
人
を
其
対
象
と
し
、
庶
民
の
支
持
を
も
得
て
来
る
に
従

つ
て
、
恋
慕
の
如
き
は
其
存
在
を
強
め
て
来
る
。
こ
の
結
果
が
濡
場
表
現
に
も

時
代
と
共
に
進
展
す
る
現
象
を
生
じ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
か
う
し

た
時
期
に

「竹
子
集
」
に
見
ら
れ
る
や
う
な
恋
の
心
理
・
感
情
の
表
現
に
努
め

た
加
賀
稼
が
先
づ
濡
場
の
第
一
段
階
の
飛
躍
を
行
つ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
ら

う
。
こ
の
こ
と
は
又
作
者
の
側
よ
り
見
て
も
同
様
に
頷
か
れ
る
。
近
松
は

「難

波
土
産
」
で
次
の
や
う
に
言
つ
て
ゐ
る
。

割
が
浄
る
り
は
今
の
熱
賞
離
鮮
に
て
花
も
昇
も
な
き
も
の
麟
し
を
某
出
て
加

賀
羨
よ
り
筑
後
ノ
稼
へ
う
つ
め
て
作
文
せ
し
よ
り
文
旬
に
心
を
鵬
ダ
事
哉
ぼ

か
は
り
て
↓
肇
高
く
…
…



右
文
中
の

「昔
」
は
二
つ
共
に
近
松
の
出
る
前
を
指
し
、

「近
松
が
出
て
先
づ

加
賀
稼
の
芸
風
と
結
ん
で
新
風
の
浄
瑠
璃
を
作
つ
て
よ
り
、
更
に
筑
後
稼
へ
移

つ
て
其
芸
風
と
結
び
、　
一
層
新
し
い
浄
瑠
璃
を
書
い
て
以
来
」
の
意
と
解
す
べ

き
で
あ
る
と
思
ふ
。

次
に
加
賀
稼
と
義
太
夫

（筑
後
橡
）
と
を
比
較
し
て
み
る
に
、
襲
伝
ｏ
日
伝

を
重
ん
じ
た
加
賀
橡
に
対
し
、
義
太
夫
は

「人
の
心
お
も
し
ろ
く
。
あ
か
ず
な

く
さ
む
る
を
伝
授
と
も
秘
事
共
上
手
と
も
名
人
と
も
申
へ
し
。」
（貞
亨
四
年
段

物
集
）
と
極
め
て
庶
民
的
立
場
か
ら
自
己
の
芸
の
心
掛
け
を
述
べ
て
ゐ
る
。
叉

加
賀
稼
は

む
か
し
よ
り
定
り
た
る
ふ
し
に
て
語
ら
ん
こ
そ
お
も
し
ろ
か
ら
め
、
し
か
れ

ど
も
我
英
徳
あ
ら
ぎ
る
ゆ
へ
外
の
音
曲
い
ま
や
う
な
ど
ま
じ
へ
て
か
た
る
事

ま
こ
と
に
や
ま
ひ
竹
つ
く
り
木
に
お
な
じ
、
さ
ぞ
心
あ
ら
ん
人
の
お
か
し
か

る
べ
し
、
（竹
子
集
）

と
言
ひ
、
古
来
の
節
を
最
も
尊
重
し
、
他
の
曲
節
を
採
用
は
し
て
ゐ
る
が
、
自

信
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
筑
後
稼
は

「鶏
鵡
か
柚
」

（
正
徳
元
年
）
で
、

「
つ

た
な
き
辻
芸
門
音
曲
を
大
事
有
げ
に
語
り
ま
ぜ
て
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
の
立
所
を
取

う
し
な
ふ
下
劣
の
甚
び
き
本
心
を
外
に
う
ば
ヽ
る
い
か
な
る
狂
人
ぞ
や
」
と
い

ふ
加
賀
稼
の
言
葉
を
引
用
し
、
こ
れ
を
一
応
肯
定
し
た
上
で

外
の
事
ま
じ
ゆ
る
は
一
射
二
財
の
加
類
の
こ
と
く
本
方
の
た
め
の
加
薬
に
て

加
薬
の
た
め
の
本
方
に
あ
ら
ず
と
し
る
べ
し
か
く
あ
れ
ば
と
て
本
式
に
わ
き

め
も
ふ
ら
ず
つ
く
り
つ
け
た
る
ご
と
く
な
る
は
仏
芸
と
て
嫌
ふ
事
也

と
他
の
音
曲
の
利
用
価
値
を
認
め
て
ゐ
る
。
即
ち
二
人
は
基
礎
的
立
場
に
於
て

も
、
新
時
代
の
傾
向
を
採
用
す
る
こ
と
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
加
賀

塚
は
新
傾
向
採
用
へ
の
心
構
へ
が
消
極
的
・
無
意
識
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
義

太
夫

（筑
後
稼
）
は
積
極
的
・
自
覚
的
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
差
は
自
然
、
濡

場
の
芸
風
に
も
現
れ
、
そ
れ
が
又
作
者
の
作
風
に
も
影
響
し
て
来
る
こ
と
は
当

然
で
あ
ら
う
。
こ
の
結
果
、
義
太
夫
の
語
り
物
の
濡
場
に
於
て
は
加
賀
稼
が
既

に
採
用
し
た
新
傾
向
を
一
層
強
調
し
、
殊
に
筑
後
塚
時
代
に
於
て
は
更
に
一
歩

進
ん
だ
新
特
徴
の
表
現
へ
と
向
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
濡
場
の
発
達
と
太
夫

の
芸
風
の
発
展
と
は
全
く
不
即
不
離
の
関
係
を
保
つ
て
展
開
し
て
来
て
ゐ
る
。

然
し
こ
の
後
も
筑
後
稼
の
芸
風
は
猶
、
近
世
的
新
風
に
努
力
し
、
殊
に
近
松
は

次
第
に
作
者
と
し
て
の
円
熟
期
に
入
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
太
夫
や
作

者
の
意
慾
が
片
々
た
る
濡
場
表
現
に
満
足
す
る
筈
は
な
く
、
殆
ん
ど
極
限
に
ま

で
発
達
し
た
濡
場
か
ら
、
別
の
新
し
い
も
の
へ
の
飛
躍
の
可
能
性
は
濃
く
な
り

つ
ヽ
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

叉
他
方
、
周
囲
の
事
情
を
眺
め
れ
ば
、
た
ゞ
一
例
で
は
あ
る
が
、

「名
古
屋

山
三
郎
」
（延
宝
末
？
）
に
は
既
に
早
く
完
全
に
近
い
心
中
形
式
が
採
用
さ
れ
、

「弱
法
師
」

（元
隷
七
年
九
月
？
）
に
は
女
の
自
殺
を
止
め
て

「但
は
は
や
る

心
中
か
」
と
書
か
れ
、
当
時
、
情
死
が
盛
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
窺
は
れ

る
。
元
隷
も
末
年
近
く
な
る
頃
迄
に
は
歌
舞
伎
で
は
世
話
狂
言
ｏ
心
中
狂
言
が

度
々
上
演
さ
れ
て
ゐ
る
。
浄
瑠
璃
で
も
、
未
だ
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
、
文

弥
の

「雁
金
文
七
秋
の
霜
」
が
元
藤
十
五
年
九
月
に
出
て
、
最
初
の
世
話
物
と

し
て
一
応
新
し
い
道
を
開
い
た
。
さ
う
し
て
当
時
の
一
般
社
会
情
勢
は
耐
田
善

雄
氏
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る

（註
五
）
や
う
に
大
阪
で
は
官
能
的
享
楽
生
活
か
ら

現
実
的
・
道
徳
的
方
向
に
人
心
が
移
り
つ
ヽ
あ
り
、
過
去
的
な
も
の
か
ら
現
実

的
な
も
の
へ
、
恋
愛
技
巧
酌
興
味
か
ら
、
金
に
つ
ま
つ
て
情
死
す
る
社
会
悲
劇

的
な
も
の
へ
関
心
の
中
心
が
変
化
し
つ
ヽ
あ
つ
た
。
か
う
し
た
状
態
に
あ
つ
た

時
、
た
ま
た
ま
曽
根
崎
の
森
で
心
中
が
あ
り
、
然
も
歌
舞
伎
で
は
方
々
で
そ
れ

を
上
演
し
た

（牟
芸
古
雅
志
）。　
こ
の
や
う
に
外
に
は
環
境
の
条
件
が
揃
ひ
、

内
に
は
太
夫
や
作
者
の
新
し
き
を
求
め
る
意
慾
の
烈
し
い
時
に
、
近
松
が
筑
後



稼
の
た
め
に
「曽
根
崎
心
中
」
を
書
い
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
つ
た
か
も

知
れ
な
い
。然
し
如
何
に
条
件
が
揃
つ
て
も
、時
代
物
的
表
現
か
ら
一
挙
に
町
人

的
世
話
に
砕
け
た
世
話
浄
瑠
璃
の
表
現
が
現
れ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
勿
論

歌
舞
伎
脚
本
に
は
既
に
世
話
表
現
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
浄
瑠
璃
の
表
現
と
は

や
は
り
文
芸
形
式
の
相
違
が
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
新
し
い
飛
躍
ヘ

の
踏
台
と
な
り
、
又
手
懸
り
と
な
つ
た
も
の
が
浄
瑠
璃
自
身
の
中
の
濡
場
表
現

で
あ
る
と
思
ふ
。
古
浄
瑠
璃
の
濡
場
に
加
賀
稼
に
依
つ
て
与
へ
ら
れ
た
新
傾
向

が
、
義
太
夫
に
依
つ
て
強
化
さ
れ
、
筑
後
稼
時
代
に
な
つ
て
意
識
的
に
庶
民
化

せ
ら
れ
て
ゐ
た
当
時
の
濡
場
表
現
に
は
世
話
物
表
現
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
基
礎

形
式

（
２
１
１４
）
が
既
に
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
。
た
だ
無
い
も
の
は
当
時
の
社
会

に
於
て
、
情
死
事
件
を
正
面
か
ら
取
上
げ
得
る
た
め
の

「心
中
」
に
つ
い
て
の

倫
理
性
だ
け
で
あ
る
。
金
と
町
人
意
識
と
に
依
つ
て
、
こ
の
倫
理
的
統
一
を
与

へ
、
濡
場
の
各
表
現
形
式
を
大
き
く
脱
皮
さ
せ
て
、　
一
作
品
全
体
の
表
現
構
成

要
素
に
ま
で
飛
躍
さ
せ
た
者
が
近
松
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
れ
た
も
の
が

「曽
根

崎
心
中
」
で
は
な
か
ら
う
か
。

（但
、
世
話
歌
舞
伎
の
影
響
を
全
面
的
に
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。）

少
な
く
と
も
世
話
物
表
現
の
基
礎
形
式
と
し
て
利
用

し
得
る
濡
場
描
写
の
存
在
と
環
境
の
諸
条
件
と
が
相
侯
つ
て
、
「曽
根
崎
心
中
」

以
後
の
世
話
物
出
現
の
可
能
性
が
生
じ
た
も
の
と
考
へ
る
。
近
松
の
最
大
の
功

績
は
、
恋
愛
か
ら
情
死
へ
の
一
貫
し
た
戯
由
化
に
倫
理
性
を
持
た
せ
、
古
浄
瑠

璃
に
見
ら
れ
た
神
に
依
る
恋
の
正
当
化
と
か
、
官
能
的
享
楽
に
近
い
濡
場
描
写

等
と
は
異
な
る
近
世
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
恋
の
正
当
化
を
実
現
し
た
こ

と
で
あ
る
。　
こ
の
や
う
に
見
て
来
て
初
め
て
、
　
「難
波
土
産
」
のそ難
が
残
ば

み
な
義
理
を
軌
夕
と
す
」
と
い
ふ
近
松
の
言
葉
も
本
当
に
理
会
出
来
る
と
思
ふ
。

以
上
濡
場
に
つ
い
て
古
浄
瑠
璃
以
来
の
作
品
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
此

処
で
恋
情
表
出
の
場
を
濡
場
と
言
つ
た
こ
と
は
濡
場
の
一
般
概
念
と
や
ヽ
矛
盾

す
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
従
来
濡
場
と
廓
場
と
が
兎
角
混
同
さ
れ
易
く
、
従

つ
て
歌
舞
伎
の
廓
場
が
浄
瑠
璃
に
移
入
さ
れ
て
以
後
の
濡
場
の
み
が
注
目
さ
れ

が
ち
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
以
前
に
も
廓
以
外
の
素
人
女
の
濡
場
的
表
現
は
行
は

れ
て
を
り
、
然
も
そ
れ
は
廓
場
移
入
後
も
時
代
と
共
に
近
世
的
ｏ
世
話
的
方
向

に
進
ん
で
来
て
ゐ
る
。
廓
場
の
移
人
は
浄
瑠
璃
史
上
に
大
き
な
刺
戦
を
与
へ
た

に
は
相
違
な
い
が
、
濡
場
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
右
の
や
う
な
浄

瑠
璃
の
濡
場
発
達
史
上
の
一
現
象
と
し
て
眺
め
た
い
。
浄
瑠
璃
の
濡
場
自
身
の

近
世
化
へ
の
発
展
過
程
に
歌
舞
伎
の
廓
場
の
濡
場
的
要
素
が
加
へ
ら
れ
、
濡
場

自
体
と
し
て
も
発
達
の
極
限
に
迄
達
し
た
時
、
そ
れ
が
近
松
の
筆
に
よ
り
、
全

く
新
し
い
意
義
を
持
つ
局
面
に
新
生
し
た
。
こ
れ
を

「曽
根
崎
心
中
」
の
出
現

と
解
釈
し
、　
浄
瑠
璃
の
近
世
化
は
一
応
こ
ゝ
に
完
成
さ
れ
た
と
考

へ
る
と
共

に
、
別
の
意
味
か
ら
は
、
む
し
ろ
此
時
こ
そ
浄
瑠
璃
史
上
の
名
実
相
伴
つ
た
真

の

「近
世
」
へ
の
出
発
点
で
あ
つ
た
と
考
べ
た
い
。

証
一らは似聯難翻罐耕”嫌叡蜘磐謗胸剌磨
』誕竜汁̈
関．文眸ｍ曜膠

多
純

一
氏
の
説
が
あ
る
が
、
表
現
か
ら
見
て
も
或
は
貞
享
元
年
の
義
大

夫
正
本
近
く
迄
下
る
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
守
随
憲
治
博
士
は
延
宝
の

文
字
に
は
疑
間
を
持
た
れ
る
が
、
構
絵
の
画
風
は
寛
文
に
近
い
と
言
は

れ
、
延
宝
説
を
と
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。

証
三
　
高
橋
宏
氏
は

「
近
松
著
作
年
代
考
」
で
元
藤
初
年
か
と
さ
れ
、
市
田

善
雄
氏
か
ら
は

「
茶
屋
諸
分
調
方
記
」
（
元
藤
六
年
二
月
刊
）
に
出
て
ゐ

る
こ
と
を
示
教
さ
れ
た
。
一
応
こ
こ
で
は
元
藤
六
年
以
前
と
し
て
お
く
。

誌
三
　
「
西
鶴
研
究
」
第
六
集
所
載
の
森
修
氏
「凱
陣
八
島
は
西
鶴
作
な
り
」

一
五
頁
参
照
。

護
四
　
若
月
保
治
氏
著

「古
浄
瑠
璃
の
新
研
究
」
（
延
宝

。
享
保
篇
）
四
五
〇

頁
―
四
五
五
頁
及
び

一
大
九
六
頁
参
照
。

護
五

世
界「
啄
律
以
畔
聾
鄭
菱
麟
十
四
輯
所
載
の
市
田
善
雄
氏

「
近
松
と
芸
の

―
―

大
阪
学
芸
大
学
助
教
授

―
―

附
記
　
小
島
吉
雄
先
生
、
蕨
田
善
雄
氏
、
森
修
氏
よ
り
多
く
の
御
示
教
を
得
ま

し
た
。
厚
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。
又
編
韓
部
の
方
々
に
は
御
迷
惑
を
か
け

ま
し
た
こ
と
を
御
詫
び
致
し
ま
す
。




