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筑
後
塚
本

『那
須
与
市
小
桜
威
』
の
浄
瑠
璃
史
的
意
義

一

『外
題
年
鑑
』
に
は
竹
本
筑
後
像
の
語
り
物
中
に

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
を

挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
類
似
の
題
名
の
も
の
は
管
見
で
は
、
演
劇
博
物
館
蔵

の

『
那
須
与

一
小
桜
威
』
（大
阪
、
山
本
版
八
行
本
）
と
架
蔵
の

『
那
須
与
市
小

桜
威
丼
船
遺
恨
』
（題
嬢

「那
須
与
市
小
桜
威
」、
大
阪
、
本
屋
仁
兵
衛
版
八
行

献
上
本
）
の
二
種
の
他
に
は
知
ら
な
い
。

ま
ず
こ
の
両
者
を
比
較
す
る
に
、
内
題
と
版
元
と
を
異
に
す
る
別
版
で
あ
る

た
め
、
当
然
本
文
の
漢
字

・
仮
名
の
相
違
、
節
附
の
一
部
分
の
違
い
な
ど
見
ら

れ
る
が
、
本
文
は
殆
ん
ど
同

一
文
章
で
あ
る
。
僅
か
に
見
ら
れ
る
違
い
は
、
同

一
文
章
中
の
一
、
二
の
文
句
の
相
違
が
散
見
さ
れ
る
の
と
、　
一
か
所
だ
け

一
、

二
行
に
わ
た

っ
て
文
句
の
増
減
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
次
に
そ
の
全
部
を
対
照

し
て
掲
げ
て
お
く
。

上
之
巻

○

「
な
す
の
与

一
し
ま
め
く
り
」
の

見
出
し
が
島
廻
り
の
直
前

に
あ

ス
υ
。

上
之
巻

○

「嶋
廻
り
名
所
尽
」
の
見
出
し
が

島
廻
り
よ
り
少
し
前
に
あ
る
。

○
嶋
廻

［　
　
　
］
り
け
る
。

○
み
の
ヽ
国
の
住
人
は
ち
や
の
く
は

ん
じ
や
さ
だ
国
也

○
か
ヽ
る
く
は
ん
げ
ん
は
か
る

ゝ

ぞ
。

○
い
づ
く
ど
や
つ
ぼ
を
好
み
給

へ

○
そ
れ
へ
見
へ
し
は

○
さ
し
つ
め
引
つ
め
や
さ
き

○
こ
ぶ
ん
し
御
ら
ん
し
や
が
て

○
此
う
へ
は
せ
い
も
な
し

（筆
写
部

分
）

○
あ
ら
う
ら
め
し
の

（同
右
）

○
我
ば
し
か
ら
む
る
な

（
同
右
）

○
つ
ら
ぬ
く
玉
の
こ
と
也

（
同
右
）

○
ゑ
ち
ご
の
ぢ
う
に
ん

（同
右
）

○
い
が
ら
の
こ
ぶ
ん
じ

（同
右
）

○
北
の
方
と
姫
君
も

（
同
右
）

中
之
巻

○
み
た
い
姫
君
道
行

（見
出
し
）

横

山

○
御
し
ま
「
め
ぐ
り
と
聞
へ
け
り
。

○
み
の
ヽ
国
の
住
人
く
は
ん
じ
や
さ

だ
国
な
り

○
か
ゝ
る
く
は
う
げ
ん
は
か
る
ゝ

ぞ
。

○
い
づ
く
と
矢
つ
ぼ
を
こ
の
み
給
へ

○
ャ
ァ
そ
れ
ゑ
み
へ
し
は

○
さ
し
つ
め
引
つ
め
ゐ
る
矢
さ
き

○
こ
ぶ
ん
じ
与
市
と
御
ら
ん
じ
や
が

て
○
此
う
へ
は
ぜ
ひ
も
な
し

○
ァ
、
う
ら
め
し
の

○
我
ば
し
う
ら
む
る
な

○
つ
ら
ぬ
く
玉
の
ご
と
く
也

○
ゑ
ち
ご
の
国
の
住
人

○
い
が
ら
し
の
こ
ぶ
ん
じ

○
北
の
か
た
も
姫
君
も

中
之
巻

○
中
之
巻
北
の
か
た
道
行

那
須
与

一
小
桜
威

（演
博
本
）

那
須
与
市
小
桜
威
井
船
遺
恨
（架
蔵
）

正



○
夜
は
ま
だ
ふ
か
く

○
い
づ
か
た
へ
通
ら
る
ぞ
。

○
た
は
こ
と
は
あ
や
ま
り
な
れ
ば
ま

つ
ひ
ら
ゆ
る
せ

○
と
ぶ
ん
じ
聞
召
。

○
程
な
く
は
り
に

○
こ
ぶ
ん
し
の
た
ち
に
入
給
ふ

○
い
か
に
千
王
丸
殿
。

○
さ
い
ぜ
ん
じ
た
い
申
は

○
こ
ぶ
ん
じ
聞
召

○
先
宗
高
殿

○
ふ
し
ぎ
な
れ
。
国
中
け
ふ
の
御
祝

義
と
て
一
も
ん

○
し
ば
ら
く
時
こ
そ
う
つ
り
け
れ
。

地
か
ゝ
る

○
道
ふ
さ
。
北
の
か
た
姫
君
を
か
た

は
ら
に
忍
ば
せ
。
こ
ぶ
ん
し
の
も

ん
に
入
御
ば
ん
の
お
衆
頼
み
申
さ

ん
。
某
は
か
ま
く
ら
の
飛
脚
此
状

上
へ
あ
げ
て
た
べ
。
た
う
ば
ん
や

が
て
こ
ぶ
ん
し
殿
の
御
前
に

○
い
そ
ぎ
帰
り
て

○
ふ
う
ふ
の
人
々
是
は

○
こ
ぶ
ん
し
殿
の
や
う
い
く

○
夜
を
ま
だ
ふ
か
く

○
い
づ
か
た
へ
と
を
ら
る
ゝ
ぞ

○
た
は
こ
と
は
あ
や
ま
り
な
れ
ば
ゆ

る
せ

○
こ
ぶ
ん
じ
聞
召
。

○
程
な
く
い
ほ
り
に
。

○
こ
ぶ
ん
じ
の
た
ち
に
入
給
へ
ば

○
い
か
に
千
王
丸
。

○
さ
い
ぜ
ん
よ
り
じ
た
い
申
は

○
こ
ぶ
ん
じ
は
聞
召

○
い
や
先
宗
高
殿

○
ふ
し
ぎ
な
れ
。
か
ゝ
る
め
で
た
き

折
な
れ
ば

一
も
ん

○
し
ば
ら
く
時
こ
そ
う
つ
り
け
れ
。

か
ヽ
る

○
道

ふ
さ

は
親
子
の
人
ス
ヽ
御
供

し
。
や
う
ノ
ヽ
ゑ
ち
ご
に
つ
き
し

か
ば
こ
ぶ
ん
じ
殿
の
も
ん
ぜ
ん
に

て
。
先
北
の
か
た
姫
君
を
か
た
は

ら
に
か
く
し
を
き
。
ば
ん
の
侍
に

近
付
て
。
某
は
か
ま
く
ら
よ
り
の

使
也
。
此
状
上
へ
あ
げ
て
た
べ
ば

ん
の
者
請
取
て
。
や
が
て
こ
ぶ
ん

じ
殿
の
御
前
に

○
き
つ
と
帰
り
て

○
夫
婦
の
人
々
は
是
は

○
こ
ぶ
ん
じ
殿
の
御
や
う
い
く

○
誠
に
与
世
屋

一
人
に
か
ぎ
す
ら

下
之
巻

○
去
間
頼
朝
は
（
ハ
）
き
ろ
く
所
に
御

出
あ
り

○
さ
ゝ
木
四
郎

○
さ
ゝ
木
ノ
四
郎

○
火
に
と
を
の
け
ば
あ
づ
さ
わ
す
る

○
か
ぢ
原
が
人
の
上
を
。
た
び
ノ
ヽ

ざ
ん
し
た
る
せ
う
こ

○
わ
か
者
共
我
ま
ゝ
を

○
君
御
た
い
せ
つ
に
思
召
す
。

○
誠
に
与
市
殿

一
人
に
か
ざ
ら
ず

下
之
巻

○
去
間
頼
朝
公
き
ろ
く
所
に
御
出
有

○
さ
ヽ
き
の
四
郎

○
さ
ゝ
木
四
郎

○
火
に
と
を
の
け
ば
あ
つ
さ
わ
す
る

○
梶
原
が
さ
ん
げ
ん
せ
る
せ
う
こ
ば

し
○
若
者
共
が
我
ま
ゝ
を

○
君
た
い
せ
つ
に
思
召
す
。

こ
の
対
照
表
に
見
る
程
度
の
相
違
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
種
の
も
の
は
同

一

作
品
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
こ
の
初
演
年
代
で
あ
る
が
、

宝
暦
版

『
外
題
年
鑑
』
で
は
前
掲
の
題
名
だ
け
を
挙
げ
、
年
月
の
記
載
は
な
い

が
、
そ
の
他
の
刊
年
の

『
外
題
年
鑑
』
で
は

「元
禄
十
丁
丑
年
二
月
朔
日
」
と

す
る
。
元
禄
十
年
に
は
竹
本
義
太
夫
は
ま
だ
筑
後
稼
を
受
領
し
て
い
な
い
が
、

先
に
挙
げ
た
演
劇
博
物
館
本
も
架
蔵
本
も
共
に
竹
本
筑
後
嫁
本
で
あ
る
。
し
か

も
こ
れ
ら
の
浄
瑠
璃
は
再
演
さ
れ
た
記
録
も
な
く
、
架
蔵
本
は
刷
り
の
鮮
明
な

献
上
本
で
、
再
刊
本
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
両
者
の
奥
附
を
み
る
と
、
演

博
本
は

右
之
本
令
吟
覧
頌
句
音
節
墨
譜
」
等
不
残
竃
厘
令
加
筆
候
可
有
開
」
版
者
也
」

の
竹
本
筑
後
橡
の
識
語
と

重
而
予
以
著
述
之
本
令
技
合
候
」
畢
全
可
為
正
本
者
欺
」

の
近
松
門
左
衛
門
の
識
語
を
も
つ
大
阪
の
山
本
九
兵
衛
。九
右
衛
門
版

（「
九
右



衛
門
」
は
虫
損
）
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
近
松
の
識
語
と
署
名
と
は
、
柳
亭
種
彦

が

『
柳
亭
浄
瑠
璃
本
目
録
』
で
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
信
用
で
き
な
い
が
、

こ
の
奥
附
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
近
松
浄
瑠
璃
本
の
場
合
の
例
か
ら
考
え
て
も
、

筑
後
嫁
受
領

（元
禄
十
四
年
）
以
後
の
元
禄
か
ら
正
徳
頃
ま
で
で
あ
る
。

架
蔵
本
の
奥
附
は

右
此
本
者
依
為
懇
望
」
文
句
音
節
等
悉
校
合
」
加
秘
蜜
令
開
版
者
也
」

の
竹
本
筑
後
像
の
識
語
を
持
ち
、
作
者
名
は
な
く
、
大
阪
、
本
屋
仁
兵
衛
版
で

あ
る
。
こ
の
形
式
の
奥
附
も
演
博
本
と
同
じ
く
、
筑
後
橡
受
領
以
後
の
元
禄
か

ら
宝
永
頃
ま
で
の
浄
瑠
璃
本
に
多
く
附
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、
今
後
、
義
太
夫
署
名
本
が
現
わ
れ
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
初
演
並

び
に
刊
行
は
、
古
く
み
て
も
元
禄
十
四
年
の
筑
後
嫁
受
領
以
後
、
元
禄
末
年
頃

に
か
け
て
の
頃
と
み
る
べ
き
で
、
元
禄
十
年
ま
で
は
遡
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に

『
那
須
与

一
小
桜
威
』
と

『
那
須
与
市
小
桜
威
丼
船
遺
恨
』
と
の
前
後

関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
原
則
的
に
言
え
ば
、
筑
後
橡
本
の
正
式
の
書
難
は

山
本
で
あ
る
た
め
、
後
者
、
仁
兵
衛
版
よ
り
信
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
筈
で
あ

る
。
し
か
し
題
名
か
ら
見
る
場
合
、
前
者
の

「与

一
」
よ
り
も
後
者
の

「与
市
」

の
方
が

『
外
題
年
鑑
』
の
記
載
と

一
致
す
る
し
、
後
者
の

「井
船
遺
恨
」
は
古

浄
瑠
璃

（後
出
）
の
題
名
の
名
残
が
み
ら
れ
、
後
者
の
方
が
古
い
か
の
感
を
抱

か
せ
る
。
ま
た
右
に
挙
げ
た
、
こ
れ
ら
両
者
の
対
照
表
を
見
る
に
、
上
之
巻
で

は
後
者
の

「
か
ヽ
る
く、
ぃ
う、
げ、
ん、
（広
言
）
は
か
る
ゝ
ぞ
」
が
前
者
で
は

「
か

ゝ
る
く
は
ん
げ
ん
は
か
る
ヽ
ぞ
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
後

者
の

「
い
づ
く
と
矢
つ
ぼ
を
こ
の
み
給
へ
」
が
前
者
で
は

「
い
づ
く
ど
や
っ
ぼ

を
好
み
給

へ
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
後
者
の

「さ
し
つ
め
引
つ
め
ゐ
る

矢
さ
き
」
が
前
者
で
は

「
さ
し
つ
め
引
つ
め
や
さ
き
」
と
不
完
全
で
あ
る
。
ま

た
中
之
巻
で
も
、
後
者

「
こ
ぶ
ん
じ
聞
召
」
の
人
名
が
前
者
で
は

「と
ぶ
ん
じ

聞
召
」
と
間
違

っ
て
い
る
。
後
者
の

「程
な
く
い
は
り
に
」
が
前
者
で
は

「程

な
く
は
り
に
」
と
い
が
脱
落
し
て
い
る
。
後
者
の

「誠
に
与
市
殿

一
人
に
」
が

前
者
で
は

「誠
に
与
世
屋

一
人
に
」
と
全
く
書
き
間
違
え
て
い
る
。
後
者
で

「去
間
頼
朝
公
き
ろ
く
所
に
御
出
有
」
と
あ
る
の
が
前
者
で
は

「去
間
頼
朝

ハ

き
ろ
く
所
に
御
出
あ
り
」
と
な
る
。
こ
れ
は
公
の
草
体
を

ハ
と
読
み
違
え
て
い

る
。
ま
た
後
者
の

「火
に
と
を
の
け
ば
あ
つ
さ
わ
す
る
ゝ
」
が
前
者
で
は

「火

に
と
を
の
け
ば
あ
づ
さ
わ
す
る
ヽ
」
と
文
意
が
不
明
と
な

っ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
に
常
に
後
者
の
表
記
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、

前
者
が
後
者
を
写
し
誤

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
後
者

に
近
似
す
る
も
の
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
書
き
直
し
て
刊
行
す
る
場
合
の
誤
り
と

考
え
ぎ
る
を
え
な
い
。
と
す
れ
ば
後
者
の
形
の
方
が
前
者
よ
り
も
古
い
形
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
一
応
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
先
の
題
名
の
件
と
考
え
合
わ
せ
る
時
、
ま
た
、
こ
の
時
期

は
末
だ
版
権
の
混
乱
時
代

（大
阪
で
の
一
応
の
版
権
確
立
は
享
保
八
年
）
で
も

あ

っ
て
、
山
本
版
の
み
が
必
ず
し
も
正
統
と
も
言
え
ず
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

や
は
り
後
者
の
方
が
原
形
に
近
い
と
言
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
残
念
な

こ
と
に
前
者
演
博
本
は
一
丁
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
を
墨
書
で
補

っ
て
あ
る
が
、

対
照
表
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
部
分
に
は
明
ら
か
な
間
違
い
が
多
い
た
め
、
こ

こ
で
は
欠
丁
も
な
い
後
者

『
那
須
与
市
小
桜
威
井
船
遺
恨
』
に
よ
っ
て
以
下
の

考
察
を
す
る
。

二

こ
の
作
に
酷
似
し
た
題
材
に
よ
る
先
行
作
品
を
本
作
と
の
比
較
の
意
味
で
一

応
検
討
し
ょ
う
。

本
作
と
の
関
係
で
最
も
注
目
さ
れ
る
主
な
も
の
に
『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』
（寛



文
三
年
五
月
、
京
、
山
本
九
兵
衛
刊
）、
『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
付
舟
い
こ
ん

の
事
』
（寛
文
三
年
六
月
、
八
文
字
屋
八
左
衛
門
刊
）
（共
に

『
古
浄
瑠
璃
正
本

集
』
第
二
所
収
）
が
見
ら
れ
る
。
前
者

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』
に
は
更
に
古
版

の
江
戸
版
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
横
山
重
氏
に
よ
り
推
定
さ
れ
て
い
る
「
古

浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
三
、
解
題
）。

ま
た
同
氏
は
後
者

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋

詣
付
舟
い
こ
ん
の
事
』
も
別
の
太
夫
が
同
じ
江
戸
古
版
か
ら
改
作
し
た
も
の
と

さ
れ
る
。
更
に
右
の
八
文
字
屋
版
を
江
戸
で
複
刻
し
た
も
の
に
は
、
元
禄
頃
と

推
定
さ
れ
る
一
、
二
種
の

『
な
す
の
与

一
舟
い
こ
ん
』
と
題
す
る
も
の
が
現
存

す
る
が
、
こ
こ
で
は
上
方
の
も
の
を
中
心
と
し
て
見
る
た
め
、
こ
れ
ら
江
戸
版

は
一
切
省
略
す
る
。

そ
こ
で

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』
と

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
付
舟
い
こ
ん
の

事
』
と
の
比
較
で
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
後
者
は
前
者
よ
り
僅
か
一
ケ
月

お
そ
い
だ
け
で
、
し
か
も
同

一
江
戸
古
浄
瑠
璃
か
ら
の
上
方
で
の
改
作
と
み
ら

れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
両
作
品
の
間
に
は
、
か
な
り
著
し
い
相
違
が
み
ら
れ

Ｚ
り
。ま

ず
段
組
織
で
は
、
前
者
は
五
段
か
ら
な
る
が
、
後
者
は
十

一
段
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。

次
に
内
容
の
面
で
は

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』
の
第
四
の
前
半
ま
で
が

『
な
す

の
与

一
竹
生
嶋
詣
付
舟
い
こ
ん
の
事
』
と
著
し
く
異
な

っ
て
お
り
、
前
者
の
冒

頭
の
那
須
野
の
花
見
に
お
け
る
遺
恨
が
後
者
で
は
琵
琶
湖
で
の
舟
遺
恨
と
な

っ

て
い
る
の
を
は
じ
め
、
登
場
人
物
名
も
異
な
り
、
筋
の
展
開
の
細
部
に
も
多
く

の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
高
綱
の
館
以
後
は
両
者
よ
く

一
致
し
て
殆
ん
ど

が
類
似
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
作
品
は
共
に
活
字
翻
刻
も
さ
れ
て
い
る

の
で
、
梗
概
は
省
略
し
て
、
両
作
品
の
比
較
し
う
る
相
違
点
の
特
徴
を
次
に
挙

げ
て
お
く
。

右
の
両
者
を
比
較
し
て
言
い
う
る
こ
と
は
、
②
Ｏ
で
は
『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』

（前
者
）
が
暗
く
陰
惨
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
（後
者
）

田
陸
上

（那
須
野
）
で
の
遺
恨

（第

こ

②
配
所
で
与

一
は
早
川
庄
司
の
土
牢

に
入
れ
ら
れ
て
、
陰
惨

（第
三
）

０
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
り
、
宿
の
主
人

夫
婦
の
裏
切
な
ど
の
不
信
行
為
に

よ
っ
て
、
与

一
の
奥
方
や
姫
な
ど

の
苦
労
が
強
く
表
現
さ
れ
て
暗
い

（第
三
、
四
）

０
梶
原
の
悪
心
を
示
す
明
ら
か
な
具

体
的
な
証
拠
物
件
は
な
い
（第
三
）

固
特
に
劇
的
構
成
と
み
ら
れ
る
所
は

な
い

（第
七
）

０
頼
朝
は
梶
原
を
た
だ
盲
愛
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
表
現

（第
五
）

な
す
の
ヽ
い
こ
ん

０
湖
上

（琵
琶
湖
）
で
の
遺
恨

（第

こ

②
配
所
で
与

一
は
館
を
与
え
ら
れ
、

優
遇
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
小

豊
次

（小
文
治
）
の
息
子
の
具
足

親
に
ま
で
な

っ
て
、
明
朗

（第
五
、

七
）

０
梶
原
や
定
国
以
外
に
は
不
信
行
為

も
な
く
、
奥
方
な
ど
の
苦
痛
描
写

も
少
な
く
、
善
意
に
よ
る
明
る
い

表
現

（第
五
）

０
梶
原
の
悪
心
を
伝
え
る
明
確
な
証

拠
と
し
て
の
手
紙
が
あ
る
（第
六
）

０
与

一
が
自
分
の
本
当
の
子
と
は
夢

に
も
知
ら
ず
、
家
宝
の
矢
を
小
豊

次
の
拾
い
子
に
与
え
る
劇
的
構
成

が
あ
る

（第
七
）

０
頼
朝
は
自
分
の
命
の
恩
人
で
あ
る

梶
原
を
自
己
の
命
に
か
え
て
も

一

度
は
助
け
る
と
い
う
具
体
的
約
束

の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

（第
十

一
）



で
は
暗
さ
が
あ
ま
り
な
く
、
明
朗
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
０
０
で
は
前
者

が
抽
象
的
、
不
鮮
明
な
描
写
態
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
明
確
な
証
拠
物

件
の
手
紙
が
出
さ
れ
、
ま
た
梶
原
に
対
す
る
頼
朝
の
具
体
的
約
束
が
交
わ
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
具
体
的
、
鮮
明
な
描
写
態
度
を
と

っ
て
い

る
。
ま
た
０
で
は
前
者
に
特
に
挙
げ
る
ほ
ど
の
劇
的
構
成
が
み
ら
れ
な
い
の
に

反
し
、
後
者
で
は
小
豊
次
の
拾
い
子
が
自
分
の
実
子
と
知
ら
ず
、　
一
子
相
伝
の

家
宝
の
矢
を
与
え
る
こ
と
が
真
実
の
親
子
の
血
縁
の
深
さ
を
示
す
こ
と
に
な
る

と
い
う
劇
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
作
品
は
殆
ん
ど
同
じ
時
期
に
、
同

一
の
先
行
作
品
か
ら
改
作
、
脚
色

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
同
じ
上
方
の
古
浄
瑠
璃
同
士
で
あ
り
な
が
ら
、
陰
惨

（前

者
）
と
明
朗

（後
者
）
、
抽
象
的
描
写

（前
者
）
と
具
体
的
描
写

（後
者
）、
平

板
的
構
成

（前
者
）
と
劇
的
構
成

（後
者
）
の
よ
う
な
相
違
を
生
じ
て
お
り
、

前
者
よ
り
も
後
者
の
方
が
近
世
的
新
傾
向
へ
の
方
向
を
、
よ
り
強
く
示
し
て
い

る
こ
と
は
、
改
作
者
、
脚
色
者
の
態
度
の
相
違
と
み
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

次
に

『
那
須
与
市
小
桜
威
井
船
遺
恨
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
活
字
翻
刻
が
な

い
の
で
、　
そ
の
梗
概

（『
那
須
与

一
小
桜
威
』
も
同
じ
）
を
簡
単
に
挙
げ
て
お

上
之
巻

（
口
）
扇
の
的
を
射
て
名
を
挙
げ
た
那
須
与
市
宗
高
は
竹
生
島
に
参

詣
す
る
。
島
廻
り
名
所
尽
。
蜂
屋
冠
者
貞
国
の
釣
船
に
触
れ
論
争
と
な
る
。
貞

国
は
与
市
の
帰
途
を
襲
う
が
、
与
市
の
弓
勢
に
敗
れ
る
。
　

（中
）
貞
国
は
舅

梶
原
景
時
の
助
言
で
与
市
を
議
言
し
、
与
市
は
越
後
の
五
十
嵐
小
豊
次
に
預
け

ら
れ
る
。
与
市
は
執
権
森
岡
源
内
道
房
を
故
郷
に
帰
し
、
後
事
を
託
す
る
。

（切
）与
市
の
妻
子
は
信
濃
川
中
島
に
身
を
隠
し
、
男
子
を
産
む
。
御
台
も
源
内

も
同
じ
夢
の
告
げ
に
よ
り
、
こ
の
男
子
を
善
光
寺
山
門
に
捨
て
る
。
小
豊
次
は

夢
相
を
受
け
、
子
を
拾

っ
て
帰
る
。
小
豊
次
が
与
市
を
預

っ
て
い
る
人
で
あ
る

こ
と
を
源
内
も
御
台
も
喜
ぶ
。

中
之
巻

（
日
）
北
の
方
道
行
。
二
人
の
侍
が
御
台
に
無
礼
を
す
る
。
こ
の
二

人
が
梶
原
景
時
と
蜂
屋
と
の
家
来
で
越
後
の
五
十
嵐

へ
行
く
と
知

っ
た
源
内
は

二
人
を
殺
し
、
与
市
を
討
て
と
の
手
紙
を
奪
う
。
　

（中
）
小
豊
次
は
拾
い
子

を
千
王
丸
と
名
付
け
、
七
才
の
具
足
親
に
与
市
を
頼
む
。
与
市
は
家
宝
の
矢
を

わ
が
実
子
と
知
ら
ず
に
千
王
丸
に
与
え
る
。
こ
の
時
、
源
内
は
御
台

・
姫
君
と

共
に
辿
り
つ
き
、
小
豊
次
の
心
を
た
し
か
め
る
た
め
、
鎌
倉
の
使
者
と
偽

っ
て

奪

っ
た
手
紙
を
見
せ
、
怒
る
小
豊
次
に
事
情
を
打
明
け
る
。
小
豊
次
は
喜
び
、

与
市

一
家
の
対
面
を
さ
せ
、
千
王
丸
を
与
市
に
返
す
。
与
市
は
姫
を
小
豊
次
の

弟
小
弥
太
に
与
え
、
佐
々
木
高
綱
を
頼
ん
で
無
罪
を
鎌
倉

へ
訴
え
る
こ
と
に
す

る
。
　

（切
）
与
市
は
高
綱
に
す
べ
て
を
語
る
。
高
綱
は
御
家
人
五
十
三
人
を

集
め
、
起
請
を
書
き

一
同
で
頼
朝
に
訴
え
る
こ
と
に
す
る
。

下
之
巻
　
高
綱
が
訴
状
を
奉
る
。
頼
朝
は
与
市
の
罪
を
許
す
が
、
梶
原
を
渡

さ
な
い
。
朝
比
奈
が
梶
原
の
首
を
と

っ
て
一
同
自
刃
す
る
と
言
い
、
重
役
達
も

五
十
三
人
に
味
方
す
る
の
で
、
頼
朝
は
命
の
恩
人
の
梶
原
を
自
分
の
命
に
か
け

て
も

一
度
は
助
け
る
と
の
約
束
が
あ
る
こ
と
を
語
り
、
人
々
も
頼
朝
の
言
に
従

う
。
蜂
屋
は
首
を
は
ね
ら
れ
る
。

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
と

『
那
須
与
市
小
桜
威
』

（仁
兵
衛
版
）
と
を

比
較
す
る
と
き
、
両
者
に
類
似
の
部
分
や
文
章
も
か
な
り
多
い
が
、
島
廻
り
名

所
尽
の
よ
う
な
景
事
的
部
分
や
道
行
が
後
者
で
は
、
か
な
り
長
く
な
り
、
文
学

的
修
辞
表
現
も
日
立
ち
、
五
十
三
人
の
起
請

・
連
判
も

一
つ
一
つ
長
々
と
書
い

て
い
る
こ
と
な
ど
、

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
の
頃
と
も
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
所
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に
力
を
尽
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

島
め
ぐ
り
の
部
分
が
両
作
品
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
を

文
字
譜
の
多
少

（節
附
変
化
の
頻
度
を
見
る
た
め
、
同

一
文
字
譜
の
重
複
を
も

全
部
出
す
）
と
文
章
の
長
短
と
の
関
係
か
ら
眺
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣

い
ろ
こ
ゑ
・
地

・
ふ
し
・
下
お
ん
ｏ
い
ろ
・
ふ
し
・
下
お
ん

那
須
与
市
小
桜
威

フ
シ
・
中
地

。
ウ
。
ウ
。
キ
ン
・
ウ
・
ウ

・
ウ

ｏ
フ
シ

ミ
・
ハ
ル
フ
シ
ｏ
中

・
ハ
ル
・
キ
ン
・
ウ
ｏ
本
フ
シ
。

ウ
・
腎

ハ
ル
・
中

・
ハ
ル
・
キ
ン
ｏ
中

・
ハ
ル
・
中

・

・
ウ
・
ウ
・
ハ
ル
・
中

・
ハ
ル
・
中

・
ウ

ｏ
小
フ
ク
リ

ル
フ
シ
・
ハ
ル
フ
シ
・
中

・
ウ

・
ハ
ル
・
丹

ｏ
中

・
ハ

ウ
。
三
重

こ
れ
に
対
し
、
文
章
の
長
さ
は
字
数
に
し
て

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
が

二
七
六
字
、

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
が
五
九
八
字
で
、
後
者
は
前
者
の
三
倍
よ

り
や
ヽ
長
い
程
度
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
節
附
は
八
倍
近
く
の
多
数
で
あ
る
。

即
ち
後
者
に
は
節
の
変
化
が
、
い
か
に
多
く
、
複
雑
化
し
て
い
る
か
を
よ
く
示

し
て
い
る
。
尤
も
古
い
時
代
に
は
丸
本
に
節
を
記
載
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
著
し
い
違
い
は
否
定
で
き
な

い
と
思
う
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
も
の
に
文
字
譜
の
種
類
の
相
違
が
あ
る
。

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
の
方
に
は
、
少
な
い
節
の
中
で

「下
お
ん
」
が
二
つ
も
あ

っ
て

目
立
つ
。
下
も
お
ん
も
共
に
低
音
の
多
い
曲
節
に
用
い
ら
れ
、
暗
く
、
静
寂
な

雰
囲
気
を
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
で
は
、

「
ウ
」

「
ハ
ル
」
の
多
い
こ
と
が
特
に
目
立
つ
。
ウ

（
ウ
ク
）
は
浮
か
す
節
で

あ
り
、　
ハ
ル
は
張

っ
た
音
を
意
味
し
、　
一
般
に
や
や
高
い
明
る
さ
が
加
わ
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
キ
ン
は
比
較
的
高
く
、
美
し
い
音
で
あ
り
、
歌
は
他
の

種
々
の
歌
を
取
り
入
れ
て
曲
調
を
柔
ら
げ
、
変
化
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
キ
ン
や
歌
も
や
や
目
立

っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
二
つ
の
島
め
ぐ
り
の
、

前
者
の
暗
さ
静
け
さ
に
反
し
、
後
者
は
か
な
り
明
る
く
楽
し
い
節
に
な

っ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
部
分
の
修
辞
を
見
る
と
、

な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣

か
い
し
や
う
は
る
か
に
こ
ぎ
出
す
、
お
も
し
ろ
の
う
み
づ
ら
や
、
な
が
め

も
お
ほ
き
其
中
に
、
ひ
ら
や
こ
ま
つ
の
あ
さ
き
り
に
、

那
須
与
市
小
桜
威

か
い
し
や
う
は
る
か
に
。
こ
ぎ
出
す
。
ち
ご
は
へ
い
た
に
立
ち
あ
が
り
あ

れ
ノ
ヽ
。
あ
の
う
ら
山
を
御
ら
ん
ぜ
よ
。
天
を
ひ
た
せ
ば
あ
ま
の
川
…

な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣

み
る
ノ
ヽ
く
も
の
立
ま
よ
ひ
、
し
ぐ
れ
を
も
よ
を
す
、
其
け
し
き
、
是
ぞ

誠
に
せ
う
し
や
う
の
、
よ
る
雨
の
な
こ
り
か
や
、

那
須
与
市
小
桜
威

又
あ
れ
成
は
是
や
此
つ
く
ま
ま
つ
り
に
。
つ
れ
な
き
人
の
あ
ふ
せ
か
た
ヽ

の
。
う
ら
み
か
ず
ノ
ヽ
恋
を
す
る
に
は
う
き
み
だ
う
。
い
ま
づ
か
い
づ
に

と
わ
た
る
舟
の
ふ
ね
の
。
中
に
は
何
と
を
よ
る
ぞ
。
と
ま
を
し
き
ね
に
。

か
ぢ
を
枕
に
か
ぢ
ま
く
ら
。
さ
ゞ
め
も
ら
す
な
。
も
り
山
や
。

こ
の
両
者
の
文
章
を
比
較
す
る
時
、
後
者
が
変
化
に
富
む
明
る
い
自
由
な
表
現

で
、
生
気
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
太

夫
の
節
の
変
化
を
与
え
、
人
形
の
振
り
を
前
提
と
し
た
言
葉
の
調
子
が
明
ら
か

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
即
ち
、
前
掲
の
文
字
譜
の
音
節
的
特
徴
が
、

中

‥

ウ

・

ハ

ツ

ル

・
中

ｏ
中

・

ル

・

フ

シ

。
中

可

ｏ
ハ
ル
・
ハ

ｏ
キ

ン

・
ウ

ｏ



こ
の
文
章
的
特
徴
と
よ
く

一
致
し
、
両
者
相
倹

っ
て

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
の

方
を
明
る
く
楽
し
い
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
道
行
に
つ
い
て
同
じ
方
法
で
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
文
字
譜

で
は
、

な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣

ふ
し
ｏ
は
る

ｏ
下
い
ろ

ｏ
ふ
し

ｏ
ふ
し
。
下
あ
み
と
ふ
し

。
ふ
し

。
ゆ
り

・
下
い
ろ
ｏ
上
ふ
し
。
は
る
ふ
し

ｏ
い
ろ
ふ
し

ｏ
下
ふ
し
。
一
つ
ゆ
り
ふ

し

ｏ
下
い
ろ
ｏ
ふ
し

・
下
い
ろ
ｏ
ふ
し

那
須
与
市
小
桜
威

（途
中
の
休
む
所
ま
で
）

フ
シ
・
中

・
ウ
・
ウ

。
フ
シ
フ
ク
リ

ｏ
キ
ン
ハ
ル
フ
シ
ｏ
中

ｏ
フ
シ
・
ハ

ル
・
中

・
ウ

・
ウ

・
ウ

ｏ
フ
シ
・
ハ
ル
フ
シ
ｏ
中

・
ウ
ヲ
ク
リ
・
ウ
・
小

フ
ク
リ
ｏ
キ
ン
・
ウ

・
ス
〓
ｒ

キ
ン
ｏ
中

・
謡

・
ウ
ス

ル
・
中

ｏ
ウ

。
フ
シ
ウ

ｏ
中

・
ハ
ル
・
中

ｏ
中

・
ウ
・
フ
シ
ウ
・
ハ
ル
・
ハ
ル
フ
シ
・

中

・
ト
ル
・
中

・
ハ
ル
・
フ
シ
・
ウ

・
ハ
ル
・
中

・
ウ
ｏ
ウ

・
小
ヲ
ク
リ

・
ハ
ル
・
中
キ
ン
・
ハ
ル
・
長
地

・
ウ

・
ウ

・
ウ
ｏ
三
重

こ
の
両
者
の
比
較
で
も
文
の
長
さ
は
後
者
が
前
者
の
三
倍
強
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
節
附
の
方
は
三
倍
強
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
島
め
ぐ
り
ほ
ど
で
は
な
い

が
、
や
は
り
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
文
字
譜
の
相
違
も
島
め
ぐ
り
の
時
と
同
様
に
、

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋

詣
』
に

「下
い
ろ
」
「下
ふ
し
」
な
ど
が
目
立
つ
の
に
対
し
、
『
那
須
与
市
小
桜

威
』
で
は
ウ、
・
＾
ノレ、
が
目
立
ち
、
キ、
ン、
も
見
ら
れ
て
、
両
者
の
相
違
が
著
し
い
。

貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
の
序
文
の

「道
行
の
事
ふ
し
事
の
第

一
と
す
る
也
」

を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
そ
の
修
辞
の
面
も
見
て
も
、

な
す
の
与

一
竹
生
鳴
詣

う
す
い
た
う
げ
を
な
が
め
こ
し
、
よ
も
に
う
き
な
を
、
さ
ら
し
な
の
、
月

の
ひ
か
り
の
、
か
げ
き
よ
み
、
と
ま
リ
ノ
ヽ
の
、
あ
ば
ら
や
で
、
潤
の
ま

く
ら
、
か
す
そ
い
て
、
あ
か
し
く
ら
し
て
、
行
程
に
、

那
須
与
市
小
桜
威

涙
に
く
も
る
月
か
げ
は
。
う
す
ゐ
の
と
う
げ
す
は
の
う
み
。
ふ
か
き
情
も

有
は
ら
の
。
中
将
成
し
ま
め
男
。
恋
ゆ
へ
た
び
を
。
し
な
の
な
る
。
あ
さ

ま
の
だ
け
と
つ
ら
ね
け
る
。
山
の
け
ふ
り
も
な
び
か
ば
な
び
け
。
わ
が
思

ひ
に
は
く
ら
ぶ
ま
ひ
ぞ
の
そ
の
は
ら
や
。
…
…

前
者
に
比
し
、
後
者
の
文
章
は
俗
に
砕
け
、
感
情
の
高
潮
も
み
ら
れ
る
。
太

夫
の
節
の
変
化
、
感
覚
的
な
人
形
振
り
も
計
算
さ
れ
た
修
辞
と
言
え
よ
う
。
さ

き
の
文
字
譜
の
相
違
に
見
ら
れ
る
節
の
音
楽
的
変
化
と
文
章
表
現
と
が
こ
こ
で

も
ま
た

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
ま
た
大
き
く
注
意
を
ひ
く
も
の
に
劇
的
場
面
構
成
の
成
長
が
あ
る
。
森

岡
源
内
が
蜂
屋
の
使
者
を
斬
る
前
後
も
、

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
」
で
は
、

使
者
に
不
審
を
抱
き
、
蜂
屋
冠
者
か
ら
越
後
へ
行
く
と
聞
く
や
否
や
斬

っ
て
手

紙
を
奪
う
だ
け
の
簡
単
な
描
写
だ
け
で
あ
る
が
、

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
で
は
、

こ
の
使
者
の
御
台
や
姫
君
に
濡
れ
か
ヽ
る
こ
と
よ
り
始
ま
り
、

「御
手
を
ひ
き

て
行
な
ら
ば
。
千
里
も

一
里
い
さ
ゝ
ら
ば
…
…
」
の
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
つ

い
で
無
礼
を
と
が
め
て
源
内
が
二
人
の
使
者
を
木
に
縛

っ
た
後
に
、
そ
の
身
分

と
用
件
と
を
知

っ
て
驚
き
、
首
を
斬
る
な
ど
、
色

っ
ぽ
い
滑
稽
、
論
争
、
闘
争
、

縛
り
つ
け
、
名
乗
、
斬
首
と
、
短
い
間
に
多
彩
な
変
化
に
富
ん
だ
、
会
話
も
多

い
劇
的
舞
台
を
構
成
し
て
い
る
。

ま
た
与

一
が
具
足
親
に
な
り
、
家
宝
の
矢
を
子
と
知
ら
ず
譲
る
場
も
、

『
な

す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
で
は
、

げ
に
や
わ
が
こ
に
ち
う
た
い
を
、
ゆ
づ
る
と
し
ら
ぬ
、
お
や
と
子
の
、
畔
靖



ろ
の
内
こ
そ
、
あ
は
れ
な
れ
、
と
に
も
か
く
に
も
よ
の
中
の
、
物
の
あ
は

れ
は
是
也
と
て
…
…

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
で
は
、

げ
に
や
我
子
に
ぢ
う
だ
い
を
。
ゆ
づ
る
と
し
ら
ぬ
親
と
子
の
。
き
ゑ
ん
の

程
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。

前
者
が

「
な
き
ふ
し
」
で
あ
り
、

「あ
は
れ
」
と
い
う
文
句
を
二
回
も
繰
返
し

強
調
し
て
悲
哀
に
重
点
を
お
く
の
に
対
し
、
後
者
は
普
通
の

「
フ
シ
」
で
あ
り
、

観
客
に
事
実
を
事
実
と
し
て
不
思
議
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
を
詠
嘆
す
る
だ
け
で
、

哀
の
強
制
を
こ
こ
で
は
行
な
わ
ず
、
次
に
来
る
劇
的
場
面
へ
す
べ
て
の
感
情
を

集
約
し
て
行
く
手
法
が
見
ら
れ
る
。
登
場
人
物
も
前
者
で
は
男
ば
か
り
で
あ
る

の
に
対
し
、
後
者
で
は
御
台

・
姫
君
も
登
場
し
、
多
彩
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

親
子

・
夫
婦

。
主
従
の
再
会
な
ど
が
、
こ
こ
一
点
に
集
中
さ
れ
、
意
外
な
驚
き

と
大
き
な
歓
喜
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
。
舞
台
的
色
彩
の
多
様
性

・
複
雑

な
様
々
の
感
情
や
喜
び

（具
足
親
の
儀
式
）
・
感
嘆

（若
君
の
立
派
な
態
度
）

・
不
安

（鎌
倉
の
使
者
来
訪
）
。
怒
り

（手
紙
の
内
容
）
。
意
外
な
事
実
の
連
続

（御
台

・
姫

。
源
内
の
来
訪
）
ｏ
喜
び

（
五
十
嵐
の
心
）
。
歓
喜
の
絶
頂

（与
市

夫
婦

・
親
子
の
情
）
・
め
で
た
さ

（若
君
が
返
さ
れ
、
姫
の
結
婚
）
な
ど
の
雰

囲
気
の
展
開
変
転
に
よ
る
舞
台
の
大
き
な
劇
的
構
成
は
当
流
義
太
夫
節
に
よ
っ

て
初
め
て
実
現
し
え
た
近
世
的
表
現
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
の
序
で

「
た
て
ぬ
き
の
ふ
し
と
い
ふ
事
有
り
。
織

物
の
ご
と
し
。
さ
れ
ば
こ
ゑ
の
あ
や
を
な
す
と
い
へ
り
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う

に
、
節
を
縦
横
に
織
り
な
し
て
複
雑
な
あ
や
を
音
節
に
持
た
せ
る
、
こ
の
基
本

的
音
節
構
成
を
自
由
に
駆
使
し
、
積
み
重
ね
て
、
義
太
夫
節
が
構
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
複
雑
な
手
法
に
よ
る
音
曲
の
開
発
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

右
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
前
後
の
浄
瑠
璃
の
劇
的
構
成
を
も
舞
台
に
見
事
に
繰
り

広
げ
え
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
の
修
辞
や
趣
向
が
義

太
夫
節
の
こ
の
音
曲
性
を
生
み
出
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
作
品

と
義
太
夫
芸
論
と
の
一
致
を
見
る
。

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
に
は

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
に
比
し
て
景
事

・

道
行
の
展
開
と
劇
的
場
面
の
成
長
と
に
特
に
著
し
い
相
違
を
見
た
の
で
あ
る
が

こ
の
こ
と
は
景
事
や
道
行
は
太
夫
の
節
の
聞
か
せ
所
で
あ
り
、
太
夫
が
独
自
の

意
識
や
作
用
を
持
つ
に
至
り
、
浄
瑠
璃
も
そ
れ
を
意
識
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
と
同
時
に
人
形
の
意
識
が
浄
瑠
璃
に
濃
く
反
映
さ
れ
る
に

至
り
、
人
形
の
存
在
を
十
分
に
計
算
し
て
の
浄
瑠
璃
制
作
で
あ

っ
た
。
そ
し
て

古
浄
瑠
璃
の
物
語
的
文
学
か
ら
劇
的
舞
台
的
文
学
へ
の
浄
瑠
璃
の
変
貌
で
あ

っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
の
二
曲
の
比
較
で
も
既
に

新
し
い
浄
瑠
璃

へ
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
更
に

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
に
な

る
と
、
古
浄
瑠
璃
の
典
型
的
な
語
り
の
音
曲
の
観
念
か
ら
脱
し
て
、
よ
う
や
く

元
禄
末
頃
の
太
夫

。
人
形
舞
台
な
ど
の
独
特
の
要
素
を
綜
合
し
た
新
し
い
演
劇

的
浄
瑠
璃
の
形
成
と
な
り
、
浄
瑠
璃
と
太
夫
芸
論
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
感
情
に
苦
悩
や
深
刻
な
性
格
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、

む
し
ろ
明
る
い
方
向
で
種
々
の
感
情
が
統

一
さ
れ
て
い
る
所
に
元
禄
末
頃
の
特

性
が
あ
り
、
悲
劇
で
あ
る
べ
き
世
話
物
の

『
曽
根
崎
心
中
』
な
ど
に
も

一
脈
の

共
通
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
浄
瑠
璃
ば
か
り
で
な
く
、
義
太
夫

節
の
音
曲
自
体
に
も
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
示
さ
れ
た

一
つ
の
方
向
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
が
深
刻

・
憂
愁
な
ど
の
反
対
感
情
で
裏
附
け
ら
れ
る
深
く

幅
広
い
も
の
に
な
る
時
に
享
保
の
性
格
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

っ
て
、　
一
応
複
雑

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

一
つ
の
方
向
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
点
に
、
こ
の
時
期

1∞



の
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

四

次
に
『
那
須
与
市
小
桜
威
』
と
題
材
的
に
密
接
な
関
連
を
も
つ

『
新
版
腰
越

状
』
を
見
よ
う
。
こ
れ
は
内
題
下
に

「竹
本
義
大
夫
正
本
」
と
あ
り
、
更
に
同

じ
く
義
太
夫
の
奥
書
を
持
つ
山
本
版
で
あ
り
、
奥
附
形
式
も
元
禄
期
の
も
の
で

あ
る
た
め
、

『
外
題
年
鑑
』
（明
和
版
）
の
元
禄
十
年
四
月
六
日
竹
本
座
初
演
を

一
応
信
用
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
そ
の
題
材
の
関
連
性
で
あ
る
が
、
義
経
が
梶
原
景
時
に
議
言
さ
れ
て
鎌

倉
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
腰
越
状
を
書
き
京
へ
引
返
す
こ
と
が
主
筋
で
は
あ

る
が
、
那
須
与

一
と
そ
の
妻
の
こ
と
が
最
初
に
大
き
く
出
さ
れ
（第

一
）
、
与

一

が
扇
の
的
を
射
る
こ
と
も
大
き
く
扱
わ
れ
、
妻
も
こ
の
時
再
び
登
場
す
る
。
そ

し
て
一
度
破
れ
た
夫
婦
仲
が
義
経
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
（第
二
）。
与

一
の
妻
、

若
草
姫
道
行
が
置
か
れ
、
与

一
も
大
き
く
出
る
。
五
十
嵐
小
豊
次

（小
文
治
）

が
関
守
と
し
て
登
場
し
、
情
あ
る
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（第
三
）。
与

〓
ホ

高
の
本
領
、
下
野
国
安
堵
の
恩
賞
も
見
ら
れ
る
（第
四
）
。
与

一
の
妻
が
は
る
ば

る
京
都
ま
で
上

っ
て
、
大
原
に
女
院
を
見
舞
う
た
め
、
義
経
ま
で
も
行
く
と
い

う
大
き
な
役
割
と
し
て
妻
が
描
か
れ
て
い
る
（第
五
）。

こ
の
よ
う
に
各
段
に
か
な
り
大
き
な
比
重
を
以
て
与

一
夫
婦
が
登
場
し
、
殊

に
妻
若
草
の
活
躍
は
作
全
般
に
わ
た

っ
て
著
し
く
、
五
十
嵐
小
豊
次
も
登
場
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
『新
版
腰
越
状
』
は

『
那
須
与
市
小
桜
威
』

の
前
編
の
ご
と
き
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
も

『
新
版
腰
越
状
』
が
元
禄
十
年
に
竹
本
座
に
上
演
さ
れ
た
後
に
筑
後
像
受
領
の

元
禄
十
四
年
五
月
以
後
に
同
じ
竹
本
座
に

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
が
上
演
さ
れ

た
と
見
る
方
が
、

『外
題
年
鑑
』
の
反
対
の
順
序
の
上
演
と
す
る
よ
り
も
自
然

で
あ
る
。

『
新
版
腰
越
状
』
を

『
那
須
与
市
小
桜
威
』
に
並
べ
て
眺
め
る
時
、
景
事
的

部
分
や
道
行
な
ど
の
展
開
と
変
化
に
富
む
明
る
い
文
学
的
表
現
、
劇
的
場
面
構

成
の
成
長
な
ど
の
点
に
お
い
て
両
作
品
に
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
新
版
腰
越
状
』
の
景
事
的
場
面
と
し
て
は
第

一
日
の
那
須
の
与

一
が
梶
原

景
時
に
弓
矢
の
講
釈
を
す
る
部
分
が
あ
り
、
ま
た
第
二
中
の
義
経
方
の
兵
船
を

一
つ
一
つ
説
明
し
て
行
く
部
分
も
こ
れ
で
あ
る
。

ま
た

「若
草
姫
道
行
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
字
譜
を
全
部
挙
げ
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

フ
シ
ハ
ル
・
地
中
‥

ウ

・
ウ

・
ウ

・
ウ

ｏ
フ
シ
上
甲
ウ

・
ウ

・
ウ

。
フ
シ
ヲ

ク
リ

・
フ
シ
ウ

・
ウ

ｏ
フ
シ
・
ウ

・
ハ
ル
・
中

。
ハ
ル
フ
シ
・
ハ
ル
・
ウ

ｏ

ウ

・
ウ

・
ウ

・
ス
エ
テ

・
キ
ン
・
小
フ
ク
リ

。
ウ

・
ウ

ｏ
ウ

ｏ
ノ
ル
フ
シ
・

ハ
ル
・
ウ

ｏ
フ
シ
ｏ
中

・
フ
シ
ｏ
中

・
ウ

・
下

・
ウ

。
地
ウ

・
ウ

・
ハ
ル
・

ウ

。
中

ｏ
中
ウ

・
ス
エ
テ

・
ウ
タ
イ

・
ゥ

ｏ
フ
ッ
・
ウ

ｏ
キ
ン
ｏ
ウ

・
ウ

・

中
フ
シ
・
ハ
ル
・
ハ
ル
フ
シ
ｏ
中

・
小
フ
ク
リ

。
キ
ン
ｏ
ウ

・
フ
シ
・
ウ

ｏ

ハ
ル
・
中

ｏ
ハ
ル
・
可

ハ
ル
・
色

・
中

ｏ
中

・
色

・
キ
ン
ｏ
中

・
ハ
ル
ｏ
フ

シ
・
ハ
ル
フ
シ
・
ウ

・
ウ

ｏ
ウ

・
ウ

ｏ
フ
ッ
中

・
ウ

ｏ
ハ
ル
・
ウ

・
ウ

・
ウ

・
ハ
イ

―ヽ

ハ
ル
・
キ
ン
ハ
ル
フ
シ
・
ウ

・
フ
シ
・
ウ

・
ト
ル
・
ハ
ル
・
キ

ン
・
ハ
ル
・
中

・
ウ
フ
ツ
◆
中

・
ウ

ｏ
フ
シ
・
ウ

・
ハ
ル
・
ハ
ル
フ
シ
・
ハ

ル
・
長
地

・
ウ

・
ウ

・
ウ

・
ウ

・
ス
エ
テ

ｏ
中

・
腎
中

・
ハ
ル
・
中

ｏ
キ
ン

・
下

。
中

・
キ
ン
ｏ
中

・
ハ
ル
・
中

・
ハ
ル

・
ウ

ｏ
ナ
フ
ス
・
ノ
ル
・
ハ
ル

・
中

・
ハ
ル
・
下

・
ハ
ル
・
ウ

ｏ
ウ

◆
キ
ン
・
三
重

こ
の
道
行
本
文
の
字
数
は

一
一
四
四
字
で
、
平
均
八

・
五
字
に
つ
き
文
字
譜

一
つ
の
割
合
と
な
る
。
試
み
に
、
こ
れ
を
さ
き
に
挙
げ
た
作
品
の
道
行
と
年
代

順
に
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。



文
字
譜
数
　
本
文
字
数
　
減
狩
格
文．一
纂
対

な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
（寛
文
三
年
）
　

１８
　
　
　
　
囲
　
　
　
　
‐２
．
７

新
版
腰
越
状
（元
禄
十
年
）
　
　
　
　
　
皿
　
　
　
　
幽
　
　
　
　
８
．
５

那
須
与
市
小
桜
威
（元
禄
末
頃
）
　

　

　

５７
　
　
　
　
瓢
　
　
　
　
９
．
３

右
の
数
字
で
大
体
の
傾
向
は
わ
か
る
と
思
う
。
即
ち

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋

詣
』
の
道
行
本
文
が

一
二

・
七
字
に
文
字
譜

一
つ
の
割
合
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
新
版
腰
越
状
』
で
は
、
八

・
五
字
に
文
字
譜

一
つ
、

『
那
須
与
市
小
桜
威
』

で
は
九

。
三
字
に
文
字
譜

一
つ
の
割
合
と
な

っ
て
お
り
、
寛
文
と
元
禄
と
の
道

行
節
附
の
密
度
の
相
違
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
文
字
譜
の
種
類
か
ら
み
て
も
、
「
ウ
」
が
著
し
く
多
く
、
「
ハ
ル
」
も
多

い
。

「
キ
ン
」
も

「歌
」
も
あ
り
、
こ
う
し
た
明
る
い
変
化
あ
る
も
の
と
同
時

に
低
く
静
か
な

「下
」
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
む
し
ろ

『
那
須
与
市
小
桜
威
』

よ
り
も

一
層
節
の
変
化
に
富
ん
で
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み

て
も
元
禄
期
の
道
行
が
音
曲
的
に
は
変
化
の
多
い
複
雑
な
曲
調
に
な

っ
て
来
た

こ
と
が
窺
え
る
。

次
に
劇
的
場
面
構
成
で
あ
る
が
、
第
二
切
の
扇
の
的
を
与

一
が
射
る
場
面
で
、

そ
の
扇
の
下
に
立
つ
女
房
を
与

一
の
妻
で
離
別
中
の
若
草
姫
と
し
、
更
に
扇
が

射
ら
れ
た
後
に
若
草
姫
が
与

一
と
戦
う
な
ど
の
趣
向
は

『
平
家
物
語
』
に
も
見

ら
れ
ず
、
意
外
な
、
し
か
も
華
や
か
な
劇
的
緊
張
場
面
を
構
成
し
て
い
る
。
第

四
切
の
攻
め
よ
せ
る
三
階
堂
土
佐
房
の
軍
に
対
す
る
静
の
男
ま
さ
り
の
戦
い
の

配
慮
と
そ
の
活
躍
ぶ
り
は
、
こ
れ
ま
た
非
常
に
興
味
的
な
明
る
い
劇
的
効
果
を

盛
り
上
げ
る
。
第
五
の
大
原
か
ら
帰
る
義
経
が
土
佐
太
郎
近
則
に
待
ち
伏
せ
さ

れ
た
の
を
天
狗
が
加
勢
す
る
場
も
意
表
を
つ
く
劇
的
効
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
作
者
は
文
章
に
も
多
く
の
感
情
的
言
葉
を
入
れ
て
、
複
雑
極
ま
る

感
情
を
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
た
ら
し
く
、
次
の
第
三
の
最
後
の
一
節
な
ど
は
、

こ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

し
づ
か
う
れ
し
く
は
し
り
よ
り
。
判
官
の
な
を
し
の
袖
に
す
が
り
つ
ヽ
う

れ
し
さ
も
か
な
し
さ
も
。
う
ら
み
も
恋
も
う
き
事
も
な
さ
け
も
あ
た
も
つ

れ
な
さ
も
。
又
ゆ
か
し
さ
も
恋
し
さ
も
涙
。
計
で
し
ら
せ
た
り

五

小
論
で
は
那
須
与

一
に
関
係
あ
る
題
材
の
浄
瑠
璃
を
採
り
、
寛
文
期
の
作
品

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
と
元
禄
期
の

『
新
版
腰
越

状
』
『
那
須
与
市
小
桜
威
丼
船
遺
恨
』
と
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
は

寛
文
期
が
純
然
た
る
古
浄
瑠
璃
時
代
で
あ

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
同

一
題
材
に
よ

り
な
が
ら
も

『
な
す
の
ヽ
い
こ
ん
』
に
比
し

『
な
す
の
与

一
竹
生
嶋
詣
』
に
は

作
者
の
意
図
の
相
違
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
新
し
い
展
開
の
傾
向
が
既
に
早
く
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
禄
期
は
右
の
古
浄
瑠
璃
時
代
よ
り
、
過
渡
的
時
期
の
加

賀
像
の
時
代
を
経
て
、
当
流
浄
瑠
璃
と
し
て
の
義
太
夫
節
が
本
格
的
活
躍
期
に

入

っ
た
初
期
の
頃
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
期
の
『
那
須
与
市
小
桜
威
井
船
遺
恨
』

に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
浄
瑠
璃
時
代
の
同
題
材
の
も
の
に
比
し
、
格
段

の
相
違
の
あ
る
景
事

ｏ
道
行
の
類
の
展
開
、
劇
的
趣
向
の
場
の
発
達
そ
の
他
が

見
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
自
由
に
大
様
で
明
る
い
雰
囲
気
を
伴

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
、
そ
の
前
編
的
色
彩
を
も
持
つ

『
新
版
腰
越
状
』
に
お
い
て
も
殆
ん

ど
同
様
で
あ

っ
た
。
こ
の
傾
向
は
近
世
的
浄
瑠
璃
音
曲
と
し
て
の
義
太
夫
節
の

成
長

・
完
成
に
全
力
を
尽
し
て
い
た
竹
本
義
太
夫

（
筑
後
橡
）
の
芸
意
識
が
濃

く
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
作
品
の
署
名
の
な
い
こ
れ
ら

の
作
品

（演
博
本

『
那
須
与

一
小
桜
威
』
に
は
奥
附
に
作
者
名
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
信
用
で
き
な
い
）
に
お
い
て
は
特
に
大
夫
の
比
重
が
大
き
く
考
え
ら
れ
る



（作
者
の
署
名
の
な
い
こ
と
は
太
夫
に
対
す
る
作
者
の
自
己
主
張
の
弱
い
こ
と

を
意
味
す
る
）
。

そ
し
て
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
貞
享
四
年
の
義
太
夫
段
物
集
の

序
に
お
け
る
義
太
夫
の
発
言
に
よ
っ
て
一
層
確
実
に
領
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
明
る
く
大
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、

浄
る
り
の
姿
も
。
只
ゆ
う
に
大
や
う
に
。
わ
か
や
か
に
だ
て
を
も
と
ヽ
し

て
か
た
り
た
き
も
の

と
言
い
、
型
に
は
ま
ら
ぬ
伸
縮
自
在
の
語
り
方
を
、
こ
の
時
期
に
既
に
義
太
夫

が
実
行
し
て
い
た
こ
と
は
、

高
壱
尺
の
物
を
始
五
寸
の
内
に
七
寸
か
た
り
末
五
寸
の
間
を
三
寸
に
か
た

る
事
有
り
又
は
じ
め
五
寸
を
二
寸
五
分
に
か
た
り
末
五
寸
の
間
を
七
寸
五

分
に
か
た
る
事
有

な
ど
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
語

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
義
太
夫
の
芸
意
識
か
ら
み
て
、
元
禄
期
の
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
作
品

に
は
、
こ
れ
に
相
応
ず
る
た
め
の
景
事
的
ま
た
は
劇
的
な
、
大
様
で
明
る
い
表

現
手
法
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
元
禄
期
の
義
太
夫
（筑
後
橡
）

の
作
者
不
明
の
語
り
物
の
一
つ
で
あ
る

『
那
須
与
市
小
桜
威
井
船
遺
恨
』

（作

者
不
明
と
考
え
ら
れ
る

『
那
須
与

一
小
桜
威
』
も
同
じ
）
は
、
こ
う
し
た
時
期

の
特
徴
を
顕
著
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
元
禄
期
義
太
夫

（
筑
後
像
）
の
語

り
物
の
傾
向
を
代
弁
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

既
に
近
松
が
義
太
夫

（筑
後
嫁
）
の
た
め
に
作
品
を
与
え
て
い
た
当
時
、
近

松
作
品
以
外
の
名
も
な
き
作
者
に
よ
る
義
太
夫
の
語
り
物
に
も
、
こ
う
し
た
新

し
い
傾
向
が
濃
く
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
義
太
夫
の
芸
風
を
考
え
合
わ
せ
て
、

は
じ
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
義
太
夫
の
芸
風
の
発
展
を
考
え

る
上
に
お
い
て
も
見
逃
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

近
松
と
義
太
夫
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
考
察
が
試
み
ら
れ
て

い
る
が
、
近
松
以
外
の
義
太
夫
の
語
り
物
に
つ
い
て
も
今
後
の
研
究
に
倹
つ
べ

き
も
の
が
多
い
。

追
記
　
演
劇
博
物
館
本

『
那
須
与

一
小
桜
威
』
の
調
査
に
関
し
、
内
山
美
樹

子
氏
の
お
世
話
に
な

っ
た
。
深
謝
の
意
を
表
す
る
。

（大
阪
教
育
大
学
教
授
）
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