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金
平
浄
瑠
璃
成
立
の
基
盤

―
―
明
暦

ｏ
万
治
頃
の
連
作
物
の
浄
瑠
璃
―
―

義
太
夫
節
が
成
立
す
る
以
前
の
浄
瑠
璃
は
、　
一
般
に

「古
浄
瑠
璃
」
と
総
称

さ
れ
る
。
ま
た
こ
の

「古
浄
瑠
璃
」
と
い
う
言
葉
が
、
価
値
判
断
を
伴

っ
て
使

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
松
以
前
の

「古
い
」
浄
瑠
璃
、
素
朴
で
は

あ
る
が
未
発
達
な
段
階
の
浄
瑠
璃
と
い
う
意
を
含
ん
で
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
浄
瑠
璃
史
に
お
い
て
も
、
近
松
以
前
に
つ
い
て
は
発
達
史
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
明
治
以
後
顕
著
に
な

っ
て
く
る

近
松
作
品
の
評
価
と
結
び
付
い
て
で
て
き
た
考
え
方
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
こ
の
様
な
近
松
を
規
準
と
し
た
発
達
史
的
観
点
で
は
、
古
浄
瑠
璃
を

そ
の
時
代
の
中
で
十
分
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
松

に
結
び
付
く
こ
と
や
、
発
達
の
目
安
や
指
標
と
な
る
も
の
に
は
注
目
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
も
の
に
は
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
ず
、
基
本
的
に
は
古
浄
瑠
璃

時
代
を
近
松
ま
で
の
過
程
と
し
て
扱
う
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
中
で
の
生

き
生
き
し
た
活
況
を
再
現
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
古
浄
瑠
璃
に
関
し
て

も
、
正
本
集
が
刊
行
さ
れ
る
等
基
礎
的
資
料
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
、
正
本
や
太

夫
に
関
す
る
精
緻
な
研
究
は
先
学
の
手
で
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
浄
瑠
璃
史
と
い
う
視
点
か
ら
再
考
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
近
年
あ
ま

秋

本

鈴

史

り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
従
来
の
古
浄
瑠
璃
史
の
中
で
、
発
達
の
第

一
段
階
と
し
て
記
述
さ

れ
て
き
た
の
は
、
金
平
浄
瑠
璃
の
登
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「浄
瑠
璃
は
金

平
の
登
場
で
初
め
て
近
世
に
入
っ
た
」
含
奎
木
弥
太
郎
氏

呈
ｍり
物
⌒議
浄。
轍
離
）の
研

究
じ

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
は
こ
の
時
、
坂
田
金
時
の
子
供

「金
平
」

と
い
う
新
た
な
ヒ
ー
ロ
ー
を
世
に
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
金
平
浄
瑠
璃
は
確

か
に
浄
瑠
璃
に
と

っ
て
初
め
て
の
創
作
と
い
え
る
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
、　
一

時
期
を
画
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
後
の
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
時
期

胸
畔
岬
榊
熱
陣
部
轟
割
¨
け
獄
篠
〔
』
は
澤
崚
』
嚇
″
柱
【
」
「
《
〕
た
け
み

生
を
こ
の
当
時
の
浄
瑠
璃
の
流
れ
の
中
で
考
え
よ
う
と
す
る
事
は
、
殆
ど
な
さ

れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
金
平
浄
瑠
璃
が
、
い
か
に
飛
躍
的

な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
を
作
り
出
す
基
盤
は
当
時
の
浄

瑠
璃
の
中
に
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。

そ
こ
で
従
来
の
研
究
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
事
の
無
か
っ
た
、
こ
の
金
平

浄
瑠
璃
成
立
の
基
盤
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
浄
瑠
璃
史
的
な
視
点
も
考
慮
に
入

れ
て
考
え
て
み
た
い
。
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Ｉ

金
平
浄
瑠
璃
を
産
み
出
し
た
明
暦

・
万
治
と
い
う
時
代
は
非
常
に
短
い
時
期

で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
の
最
初
の
大
き
な
転
機
で
あ

っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。
こ

抑
型
】
¨
面
は
特
け
い

著 ヵ、
』
榊
」
帯

れ
（
せ

秘
窃
ｒ
嘲
］
舞
む
賜

力ヽ る
嗽
離
帥
岬
囃
謙

た
若
狭
橡
左
内
や
、
伊
勢
嶋
宮
内
が
相
次
い
で
死
に
、
江
戸
で
も
こ
の
地
に
浄

瑠
璃
を
も
た
ら
し
た
薩
摩
浄
雲
や
杉
山
丹
後
像
は
既
に
老
齢
に
な
っ
て
き
て
い

た
。
こ
う
し
た
時
代
の
中
か
ら
次
々
と
若
い
太
夫
が
輩
出
し
て
く
る
が
、
こ
れ

ら
の
太
夫
の
受
領
と
い
う
形
で
、
同
時
に
興
行
権
も
整
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
（神
“
）こ

れ
ら
の
若
き
太
夫
の
一
人
に
江
戸
の
和
泉
太
夫
が
お
り
、
彼
を
中

心
と
し
て
語
ら
れ
た
の
が
金
平
浄
瑠
璃
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
浄
瑠
璃
の
最
初
の
創
作
と
さ
れ
る
こ
の
金
平
物
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
室

木
弥
太
郎
氏
の
指
摘
さ
れ
た

「連
作
」
と
い
う
事
が
殆
ど
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
酒
典
童
子
退
治
で
知
ら
れ
る
頼
光
四
天
王
の
物
語
を
語
り
継
ぐ
と
こ
ろ

か
ら
、
武
綱

・
金
平
等
の
子
四
天
王
が
登
場
す
る
作
品
を
産
み
出
し
、
更
に
そ

¨
奸

つ 四
奪
証
嘱
潮
』
¨
い
は
好
［
〔
鍬
】
摯
罐
囃

で（
と

れ
薇
叫
婦
効
↑
［
鍛
離
は

の
浄
瑠
璃
正
本
の
詞
章
内
容
の
検
討
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
こ
の
連
作
と
い
う
考

え
は
、
根
拠
と
さ
れ
た
正
本
の
刊
年
等
に
猶
検
討
す
べ
き
点
も
残
る
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
首
肯
す
べ
き
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
金
平
物
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
の
時
代
に
は
、
こ
の
他
に
も
連
作
に

な

っ
た
浄
瑠
璃
が
あ
る
事
は
以
前
よ
り
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
最
近
新
た
に
数

種
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
連
作
物
と
い
う
事
も
あ
り
、
金
平
浄
瑠
璃
の
成

立
に
も
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
互
い
に
関
連
付
け
て
論

じ
る
こ
と
は
現
在
ま
で
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
連
作
物

と
い
う
観
点
か
ら
金
平
浄
瑠
璃
の
成
立
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
時
期
の
連
作
物
、
あ
る
い
は
連
作
に
類
す
る
浄
瑠

璃
の
主
な
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

田
　
浄
瑠
璃
御
前
物
語

（浄
瑠
璃
十
二
段
）

②
　
曽
我
物
語

０
　
義
経
記

０
　
秀
平
三
代
記

同
　
為
朝

一
代
軍
記

０
　
工別
九
年

。
後
三
年
の
役
関
係
の
浄
瑠
璃

こ
の
他
に
も
正
本
は
現
存
し
な
い
が

「
太
平
記
」
の
よ
う
に
続
き
物
と
し
て

語
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
連
作
物
の

浄
瑠
璃
は
、
明
暦
以
前
に
は
殆
ど
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の

時
期
に
特
徴
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

し
か
し
連
作
と
し
て
作
ら
れ
た
続
き
物
と
い
う
の
も
、
こ
の
期
の
浄
瑠
璃
が

初
め
て
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
長
篇
の
物
語
を
時
間
が

限
ら
れ
た
場
で
語

っ
た
り
演
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
続
き
物
と
い
う
形
に
な

る
で
あ
ろ
う
事
は
十
分
考
え
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
現
に
舞
曲
の
中
に
も
、
曽
我

物
や
判
官
物

・
常
盤
物
と
い
っ

（
た
卜
撻
の
連
作
に
な

っ
た
曲
が
あ
る
事
は
、
既

に
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

浄
瑠
璃
の
場
合
に
お
い
て
も
、
０
の

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
」
は
そ
う
し
た
も

の
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
続
き
物
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
た
の
は
横
山
重
氏
で
あ
る
。
万
治
頃
刊
行
の
長
門
橡
正
本
に

『
ふ
き
あ

げ
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
早
大
演
劇
博
物
館
蔵
の
江
戸
又
右
衛
門
板
の

『
上
る



り
御
前
十
二
た
ん
』
と
は
挿
絵
の
筆
が
同

一
ら
し
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
伊
勢

嶋
官
内
の
正
本
に
『
ふ
き
あ
け
ひ
て
ら
ひ
入
』
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
ふ
き
あ

げ
』
に
続
い
て

『
ひ
で
ひ
ら
入
』
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

∩
古
浄

瑠
璃
正
本
集
』
第
二
　
解
題
）。
従

っ
て
横
山
氏
は

『上
る
り
御
前
十
二
た
ん
』

ｏ

「
ふ
き
あ
げ
』
・
『
ひ
で
ひ
ら
入
』
が
、
江
戸
の
長
門
橡
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

一

連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
』
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
と
い
う
芸

能
の
名
称
の
元
と
な

っ
た
物
語
で
あ
る
が
、
本
来
は
峯
の
薬
師
の
霊
験
を
語
る

長
篇
の
物
語
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
信
多
純

一
氏
は
諸
本
の
本
文
校
訂
を
な
さ
れ

た
結
果
、
原

『浄
瑠
璃
』
が
吹
上
や
五
輪
砕
ま
で
を
含
む
本
地
物
の
構
造
を
も

つ
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

（「
浄
瑠
璃
』
の
原
像
」
「し
や
う
る
り

十
六
段
本
』
所
収
）。　
こ
れ
に
対
し
室
木
氏
等
は
、
浄
瑠
璃
姫
と
御
曹
子
の
恋
愛

諄
以
降
の
吹
上

・
五
輪
砕
等
の
後
半
部
は
後
の
増
補
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
が

（前
掲
書
増
訂
版
）、　
そ
の
増
補
も
操
り
成
立
以
前
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、　
少
な

く
と
も
操
り
が
成
立
す
る
慶
長
頃
に
は
既
に
長
篇
の
物
語
で
あ

っ
た
こ
と
だ
け

は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
こ
の
物
語
は
古
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
事

（
も
場
助
、
五
輪
砕
等
は
既

に
独
立
し
た
曲
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
横
山
氏
は
挿
絵
等
か

ら
長
門
橡
正
本
を

一
連
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
ふ
き
あ
げ
』
の
正
本
の
板

心
に

「上
」
と
あ
る
事
か
ら
も
こ
の
事
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。
横
山
氏

は
こ
れ
を
上
巻
下
巻
の
意
と
解
さ
れ
、
む
し
ろ

「秀
衡
入
」
の
存
在
を
推
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
板
の
正
本
で
板
心
に
上
下
の
区
別
を
し
た
も
の
を
現

存
本
の
中
に
み
る
事
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
上
方
板
に
特
徴
的
な
も
の
で
、
初

期
の
浄
瑠
璃
本
が
上
下
二
冊
で
刊
行
さ
れ
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
。
江
戸
板
の
出

版
は
上
方
よ
り
遅
れ
、
初
め
か
ら
上
下
の
区
別
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て

『
ふ
き
あ
げ
』
に
あ
る

「上
」
の
文
字
も
上
巻
を
表
わ

す
の
で
は
な
く
、
「上
る
り
物
語
」
の
意
と
解
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
本
が
長
篇
の
一
部
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

事
が
よ
り
明
白
に
な
ろ
う
。

ま
た
本
文
詞
章
の
面
か
ら
も
、
こ
れ
ら
が

一
連
の
も
の
で
あ
る
事
を
知
る
事

が
で
き
る
。
『
ふ
き
あ
げ
』
は
熱
海
美
術
館
蔵
の
絵
巻

『上
瑠
璃
』
に
近
い
本
文

を
持
ち
、
『上
る
り
御
前
十
二
た
ん
』
は
熱
海
絵
巻
と
同
系
の
本
文
を
持
つ
前
島

古
活
字
本
と
殆
ど

一
致
す
る
。
従

っ
て
こ
の
二
つ
の
本
は
同
系
の
本
文
で
つ
な

が

っ
て
い
る
と
み
る
事
が
で
き
る
。
前
島
本
は
吹
上
部
分
を
持
た
な
い
為
、
長

門
像
が
直
接
拠

っ
た
長
篇
物
語
を
現
在
知
る
事
は
で
き
な
い
が
、
熱
海
本
に
近

い
本
文
を
持
つ
物
語
で
あ

っ
た
事
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
」
で
は
、
長
篇
の
物
語
を
浄
瑠
璃
と
し
て

語
る
為
に
続
き
物
と
い
う
形
を
と

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
本

文
詞
章
は
既
に
あ

っ
た
物
語
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
借
り
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

浄
瑠
璃
と
し
て
手
を
加
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

「浄
瑠
璃
御
前
物

語
」
と
い
う
浄
瑠
璃
に
と

っ
て
い
わ
ば
特
別
の
も
の
で
あ

っ
た
為
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
浄
瑠
璃
化
の
方
法
は
寛
永
期
以
来
の
も
の
と
殆
ど
同
じ
と
い
っ
て

よ
い
。
金
平
物
創
造
の
背
景
と
し
て
は
、
同
じ
連
作
物
で
あ

っ
て
も
浄
瑠
璃
化

に
際
し
、
よ
り
独
自
に
手
を
加
え
ら
れ
た
作
品
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

Ⅲ

「曽
我
物
語
」
や

「義
経
記
」
の
場
合
も
長
篇
の
物
語
を
浄
瑠
璃
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
問
題
に
つ
い
て
整
理

し
て
お
き
た
い
。
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「曽
誠
物
語
」
や

「義
経
記
」
の
浄
瑠
璃
正
本
が
、
明
暦
か
ら
万
治
頃
に
七

巻
七
冊
の
形
で
刊
行
さ
れ
た
事
を
最
初
に
指
摘
さ
れ
た
の
も
横
山
重
氏
で
あ
る

∩
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
。
第
三
　
解
題
）。

当
時
刊
行
さ
れ
た
本
は
殆
ど
残

っ

て
い
な
い
が
、
「曽
我
物
語
」
の
場
合
に
は
明
暦
頃
に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
本
の

再
印
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
五
巻
分
現
存
す
る
。
ま
た
時
代
が
下
っ
て
元

縁
五
年
に
江
戸
鐙
屋
板
と
し
て
、
明
暦
板
の
再
印
本
と
同
内
容
同

一
詞
章
の
本

が
刊
行
さ
れ
、
一ハ
巻
を
除
い
て
現
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
江
戸
の
本
で
あ
る
が
、
万

治
頃
に
は
上
方

へ
入
っ
た
と
思
わ
れ
、
万
治
四
年
四
月
に
大
和
少
稼
正
本
と
し

て

『朝
峨
目
石
橋
山
合
戦
』
が
山
本
板
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
（東
大
旧
蔵
本
　
「頴

原
ノ
ー
ト
」
に
よ
る
）。
従

っ
て

「曽
我
物
語
」
の
場
合
、
ま
ず
江
戸
で
語
ら
れ
、

後
す
ぐ
に
上
方

へ
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
暦
頃
の
形
も
元
禄
板
か
ら
十
分

復
原
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た

「義
経
記
」
に
つ
い
て
は
、
古
い
江
戸
板
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
万

治
頃
の
上
方
板
が
現
存
す
る
。
従
来
よ
り
初
巻

合
義
経
記
初
巻
じ
と
五
巻

合
判

官
吉
野
合
戦
し

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、　
最
近
四
巻
の
正
本
も
紹
介
さ
れ

た
撃
ご
れ
は
初
巻
と
同
じ
く
大
和
少
稼
正
本
で
あ
る
が
、
板
元
は
初
巻
が
八
文

字
屋
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
巻
は
山
本
九
兵
衛
板
で
あ
る
。従

っ
て
大
和
少
橡
正

本
と
し
て
山
本
と
八
文
字
屋
か
ら
殆
ど
同
時
期
に
、
二
度
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ

れ
て
い
た
事
が
ほ
ぼ
確
実
に
な

っ
た
。
こ
の
「義
経
記
」
の
七
冊
揃

っ
た
本
に
は
、

後
の
元
禄
二
年
に
江
戸
鱗
形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
土
佐
少
塚
正
本
が
あ
り
、
内

容
詞
章
共
に
万
治
の
上
方
板
と

一
致
す
る
。
「義
経
記
」
の
場
合
も
横
山
氏
が
推

定
さ
れ
た
よ
う
に
、
万
治
の
上
方
板
に
先
行
す
る
江
戸
板
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
の
元
の
形
も
元
禄
板
な
ど
の
現
存
本
か
ら
復
原
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
七
巻
七
冊
の
浄
瑠
璃
は
、
元
禄
頃
に
な

っ
て

「平
家
物
語
」
や
「太

平
記
」
等
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
上
演
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、　
浄
瑠
璃
本
の
形
を
と

っ
た
読
本
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る

↑
Ｈ

浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
　
解
題
）。
従

っ
て
今
問
題
に
し
て
い
る
七
巻
物
も
、
上
演

さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
に
は
太
夫
名
の
あ
る
正
本

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
当
時
は
操
り
と
し
て
上
演
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
を
裏
付
け
る
資
料
も
最
近
出
て
き

漱
智
罐
卸

あ
（
富

様
噺
薇
け
」
嘲
［
蔽
」
積
］
調
動
¨
勧
れ
櫛

『 州
わ
理
「
嘲
【
離
げ

年

（寛
又
元
年
）
四
月
十
七
日
の
条
に
、
「和
州
貞
則
歌
浄
瑠
璃
千
弱
浦
曲
」と

あ
り
、
下
に

「義
経
記
始
千
三
日
終
千
九
日
「
曽
我
記
始
干
十
日
終
干
十
六
日
」

と
二
行
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
四
月
十
七
日
の
家
康
の
命
日
を
中
心
に
し

た
紀
州
東
照
官
の
祭
礼
の
折
に
、
大
和
少
嫁
藤
原
貞
則
が
和
歌
浦
で
浄
瑠
璃
興

行
を
行

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
曲
が

「義
経
記
」
と

「曽
我
物
語
」
で
あ
り
、

正
本
の
刊
行
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
和
歌
山
で
も
語
ら
れ
て
い
た
事
が
こ
の
記
事
か

ら
判
明
し
た
。
ま
た
正
本
に

「初
日
」
コ
一日
目
」
な
ど
と
あ
る
所
か
ら
、
七
巻

が
七
日
に
分
け
て
上
演
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
た
事
も
、

こ
の
日
記
に
興
行
の
日
程
が
記
さ
れ
て
い
た
事
か
ら
確
証
を
得
た
事
に
な
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
七
巻
物
の
浄
瑠
璃
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
軍
記
物
語
と
し
て
の

「曽
我
物
語
」
や
「義

経
記
」
は
、
当
時
既
に
整
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
曽
我
物
や
判
官
物

を
含
む
舞
曲
も

「舞
の
本
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
浄
瑠
璃
も
こ
れ
ら
を

借
り
て
作
品
を
作

っ
て
い
る
事
は
、
本
文
詞
章
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

「曽
我
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
鳥
居
フ
ミ
子
氏
に
よ
っ
て
典
拠
と
の
関
係

が
論
じ
ら
れ
て
い
る

翁
曽
我
物
古
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
」
「実
践
女
子
大
学
紀
要
」
第
六

集
）。

従

っ
て
長
篇
の
物
語
を
先
行
文
芸
の
詞
章
を
借
り
、　
浄
瑠
璃
用
に
分
割

す
る
と
い
う
形
は

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。



し
か
し
物
語
全
体
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
と
い
う
事
に
関
し
て
、
浄
瑠
璃

と
先
行
文
芸
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
を
み
る
事
が
で
き
る
。
ま
ず

「曽
我
物

語
」
の
場
合
で
そ
の
事
を
考
え
て
み
た
い
。

軍
記
物
と
し
て
の

「曽
我
物
語
」

の
流
布
本

（以
下
区
別
の
為
、
「流
布
本
」
と

略
す
）
は
、
全
十
二
巻
の
長
大
な
も
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
と
し
て
は
そ
れ
を
七
巻

に
ま
と
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
省
略
が
行
な
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
横
山

氏
も
正
本
集
の
解
題
の
中
で
、
流
布
本
で
は
か
な
り
の
分
量
を
占
め
る
和
漢
の

故
事
の
引
事
を
、
浄
瑠
璃
で
は
殆
ど
省
略
し
て
い
る
事
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
単
に
そ
の
よ
う
な
省
略
だ
け
で
作
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は

浄
瑠
璃
が
七
巻
の
内
の
三
巻
を
使

っ
て
語
る
内
容
が
、
流
布
本
で
は
全
十
二
巻

の
内
わ
ず
か
二
巻
の
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

初
巻
は
物
語
の
発
端
と
も
い
え
る
入
道
寂
心
の
死
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ

る
一
族
間
の
所
領
争
い
を
内
容
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
流
布
本
で
は
巻

一
の

中
の

「伊
東
を
調
伏
す
る
事
」
を
中
心
に
し
た
わ
ず
か
三
章
程
で
済
ま
さ
れ
て

い
る
部
分
で
、
曽
我
兄
弟
か
ら
い
え
ば
祖
父
の
代
の
出
来
事
に
あ
た
る
。

ま
た
二
巻
は
流
布
本
の
巻

一
後
半
か
ら
巻
二
の
前
半
の
数
章
の
部
分
に
相
当

し
、
仇
討
ち
の
直
接
の
因
と
な
る
兄
弟
の
父
親
が
討
た
れ
る
事
を
内
容
と
す
る
。

三
巻
は
後
の
兄
弟
の
運
命
を
決
め
る
事
に
も
な
る
頼
朝
の
旗
揚
げ
で
あ
る
石
橋

山
合
戦
を
内
容
と
し
、
流
布
本
で
は
巻
二
の
後
半
部
に
相
当
す
る
。

浄
瑠
璃
の
前
半
三
巻
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
大
筋
で
は
流
布
本
の
叙
述
に

従

っ
て
は
い
る
が
、
流
布
本
で
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
も
む
し
ろ
ふ
く

ら
ま
せ
増
補
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
に
よ
っ
て
、
仇
討
ち
前
史
と

も
い
え
る
一
族
間
の
争
い
の
過
程
が
よ
り
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い

る
。
し
か
し
前
半
部
が
詳
し
く
な

っ
た
反
面
、
四
巻
以
下
の
後
半
部
に
お
い
て

は
、
流
布
本
と
比
較
し
て
も
か
な
り
の
省
略
が
み
ら
れ
る
。
特
に
そ
れ
が
目
立

つ
の
が
五
巻
で
あ
り
、
こ
れ
は
流
布
本
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
巻
四
後
半

か
ら
巻
八
の
初
め
ま
で
の
長
大
な
内
容
に
あ
た
る
。
舞
曲
で
も
、
元
服
曽
我

・

和
田
酒
盛

。
小
袖
曽
我

・
創
讃
嘆
に
相
当
す
る
所
で
、
兄
弟
の
仇
討
ち
ま
で
の

長
い
辛
苦
を
描
く
部
分
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
で
は
こ
れ
を
母
と
の
別
れ
に
あ
た
る

「小
袖
乞
」
を
中
心
に
し
て
、
兄
弟
と
由
縁
あ
る
人
の
別
離
と
い
う
事
を
主
内

容
に
し
、
他
の
部
分
を
大
幅
に
省
略
し
て
一
巻
の
中
に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か

し
同
じ
後
半
部
で
も
六
巻
は
物
語
の
中
心
と
な
る
仇
討
ち
を
内
容
と
す
る
為
か
、

既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
舞
山
の
「夜
討
曽
我
」
と
「十
番
切
」
の
詞

章
を
そ
の
ま
ま
借
り
て

一
曲
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
仇
討
ち
の
後
日
諄
と
い
え

る
七
巻
で
は
、
ま
た
流
布
本
を
省
略
し
て

一
曲
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
七
巻
物
の

「曽
我
物
語
」
は
、
流
布
本
や
舞
曲
を
借
り
て
物
語

の
全
体
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
全
体
は
流
布
本
と
は
か
な
り
違

っ

た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
特
に
兄
弟
が
登
場
す
る
以
前
の
部
分
を
流
布
本
以
上

に
詳
し
く
語
ろ
う
と
す
る
所
に
、
浄
瑠
璃
の
特
徴
を
み
る
事
が
で
き
よ
う
。
そ

れ
は
な
ぜ
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
と
い
う
事
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
原
因
を
語

る
所
に
、
よ
り
浄
瑠
璃
の
関
心
が
あ

っ
た
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

原
因
と
結
果
を
明
ら
か
に
し
て
描
こ
う
と
す
る
の
が
こ
の
場
合
の
浄
瑠
璃
化
に

お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
姿
勢
は
、
仇
討
ち
と
い
う
物
語
全
体
の
主
題
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
間
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
描
き
方
の
中
に
も
み
る
事
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
兄
弟
の
父
親
を
暗
殺
す
る
の
は
、
流
布
本
で
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
工
藤
祐
経
の
郎
党
、
大
見
小
藤
太
と
八
幡
三
郎
の
二
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
浄

瑠
璃
で
も
二
巻
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
人
が
祐
経
の
郎
党
に

加
わ
る
経
緯
や
そ
の
後
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
流
布
本
を
は
じ
め
現
存
す
る
他

の
曽
我
物
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
瑠
璃
だ
け
が
語



っ
て
い
る
と
い
う
事
が
あ
る
。
従

っ
て
浄
瑠
璃
が
付
け
加
え
た
話
で
は
な
い
か

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
話
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ぜ
二
人
が
兄
弟
の
父

を
殺
す
事
に
な

っ
た
の
か
と
い
う
背
景
が
明
ら
か
に
な
る
事
に
な

っ
て
い
る
。

工
藤
祐
経
は
兄
弟
の
祖
父
に
よ
り
父
親
を
殺
さ
れ
所
領
を
奪
わ
れ
る
が
、
浄
瑠

璃
で
は
そ
う
し
た
窮
地
に
も
最
後
ま
で
付
き
従
う
の
が
こ
の
二
人
の
郎
党
で
あ

る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
石
橋
山
合
戦
で
互
い
に
敵
対
し
て
争
う
、
俣
野
五
郎
景
久
と
佐
那
田
与

一
義
定
の
話
に
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
話
は
流
布
本

に
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
既
に
正
保
板
の
官
内
正
本

『
石
橋
山
七
き
お

ち
』
に
み
え
る
も
の
で
、
当
時
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
話
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
浄
瑠
璃
で
は
、
こ
の
石
橋
山
合
戦
以
前
に
も
相
撲
場
で
大
石

を
め
ぐ

っ
て
、
こ
の
二
人
が
力
比
べ
を
し
て
争

っ
て
い
た
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
相
撲
場
で
の
争
い
の
話
は
、
浄
瑠
璃
で
は
六
巻
に
流
用
さ
れ
て
い
る
舞
曲

「夜
討
曽
我
」
の
中
で
回
想
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
詞
章
も
舞

曲
の
も
の
を
借
り
て
い
る
。
従

っ
て
浄
瑠
璃
で
は
こ
の
話
の
部
分
だ
け
を
、
相

撲
場
の
あ
る
二
巻
に
移
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
話
の
順
序
を
入

れ
か
え
る
と
い
う
事
に
よ
っ
て
、
別
々
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
分
ら
な
い
二

人
の
争
い
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
事
に
な

っ
て
い
る
。
相
撲
場
で
の
争
い
で

は
佐
那
田
の
勇
力
が
評
判
に
な
る
が
、
そ
の
佐
那
田
も
石
橋
山
合
戦
で
は
一
騎

討
ち
の
結
果
、
遂
に
俣
野
に
敗
れ
戦
場
の
露
と
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

浄
瑠
璃
で
は
こ
の
よ
う
に
物
語
の
中
で
起
こ
る
種
々
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
、

そ
の
起
因
と
結
果
を
明
ら
か
に
し
て
描
こ
う
と
す
る
為
、
物
語
の
展
開
は
流
布

本
よ
り
か
な
り
整
理
さ
れ
、
分
り
や
す
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
事

は
同
時
に
、
物
語
に
登
場
す
る
多
く
の
人
物
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
事
に
も
結
び
付
く
。
こ
の
事
は
こ
れ
が
操
り
と
し
て
上
演
さ

れ
る
と
い
う
事
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
連
作
物
の
浄
瑠
璃
と
い
う
事

に
関
し
て
よ
り
興
味
深
い
事
は
、
因
果
関
係
で
つ
な
が
る
話
の
多
く
が
、
同
じ

巻
に
あ
る
の
で
は
な
く
続
き
に
な

っ
た
巻
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

大
見
と
八
幡
の
話
の
場
合
に
は
、
彼
ら
が
祐
経
の
郎
党
に
加
わ
る
話
は
初
巻
に

あ
り
、
暗
殺
事
件
は
二
巻
で
描
か
れ
て
い
る
。
俣
野
と
佐
那
日
の
話
で
も
、
相

撲
場
で
の
争
い
は
二
巻
で
語
ら
れ
、
石
橋
山
合
戦
で
の
一
騎
討
ち
は
三
巻
で
語

ら
れ
る
。
ま
た
後
に
兄
弟
の
仇
討
ち
を
蔭
か
ら
援
助
す
る
事
に
な
る
畠
山
重
忠

や
和
田
義
盛
の
話
で
も
、
彼
ら
が
頼
朝
の
軍
に
加
わ
る
事
は
三
巻
の
石
橋
山
合

戦
で
描
か
れ
る
が
、
四
巻
で
は
彼
ら
の
懸
命
の
助
命
嘆
願
に
よ
っ
て
、
幼
い
兄

弟
の
命
が
助
か
る
と
い
う
事
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
が
起
こ
る
の
も
、
基
本
的
に
は
浄
瑠
璃
が
時
の
継
起
す
る
順
に

従

っ
て
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
為
と
思
わ
れ
る
が
、
連
作
物
の
浄
瑠
璃
と
い
う

立
場
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
間
の
連
続
性
を
作
り
出
す
事
に
も
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
本
来
が
長
篇
の
物
語
と
い
う
事
も
あ
り
、
各

巻
の
話
に
連
続
性
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
連
続
性
が
浄
瑠

璃
の
中
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
事

が
問
題
と
な
る
。
曽
我
は
何
代
に
も
わ
た
る
物
語
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
で
も
各
巻

で
中
心
と
な
る
人
間
が
変

っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
心
的
な
人
物
を
め
ぐ
る
話

で
も
連
続
性
は
考
慮
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
れ

ら
の
脇
役
的
な
人
物
の
話
に
よ
っ
て
連
続
性
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
事
が
注
目

さ
れ
る
。
特
に
そ
れ
が
初
巻
と
二
巻
、
二
巻
と
三
巻
、
三
巻
と
四
巻
と
い
う
よ

う
に
、
各
巻
の
間
を
鎖
で
つ
な
ぐ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
そ

れ
は
七
巻
全
体
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
様
子
を
ま
と
め
た
の
が
〔表

一
〕

で
あ
る
。

こ
う
し
た
連
続
性
の
あ
り
方
は
、
角
田
一
郎
氏
が
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
の
段
や
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場
面
の
連
続
性
を
問
題
に
さ
れ
た
事
に
似
て
い
る

∩
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研

究
し
。
氏
は
こ
れ
を
演
劇
的
な
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
に
も

適
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
別
と
し
て
も
、
連
作
物
の
浄
瑠

璃
が
中
心
的
な
人
物
以
外
の
脇
役
等
で
連
続
性
を
持
つ
こ
と
は
他
に
も
み
る
こ

が
で
き
、
連
作
物
に
共
通
す
る
連
続
性
と
あ
り
方
と
い
う
事
が
で
き
る
。
た
だ

「曽
我
物
語
」
で
は
そ
れ
ら
脇
役
的
人
物
の
話
が
、
内
容
的
に
も
緊
密
な
関
係

を
持

っ
て
巻
の
間
の
連
続
性
を
形
成
し
、
し
か
も
そ
れ
が
連
鎖
的
に
な

っ
て
い

る
事
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
事
か
ら

「曽
我
物
語
」
の
場
合
に
は
、
単
に
先
行
文
芸
を
借
り
て
浄

瑠
璃
と
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
浄
瑠
璃
化
に
お
い
て
は
劇
葛
藤

の
因
果
関
係
を
よ
り
明
確
化
す
る
事
に
重
点
が
お
か
れ
る
と
共
に
、
各
巻
の
間

で
連
続
性
が
保
て
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「義
経
記
」
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
同
じ
事
が
い
え
る
。
こ
れ
も
先
行
文
芸
の
詞

章
を
借
り
て
作
ら
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
典
拠
と
し
て
は
軍
記
物
の

「義
経
記
」
を
中
心
と
し
て
、
舞
曲
の
伏
見
常
盤

・
屋
嶋

・
静

。
和
泉
ケ
城

・

高
館

。
含
状
、
更
に

「
平
治
物
語
」
や

「平
家
物
語
」
等
を
挙
げ
る
事
が
で
き

る
。
し
か
し
浄
瑠
璃
と
し
て
の
特
徴
は
、
平
家
追
討
の
際
の
義
経
の
武
将
と
し

て
の
活
躍
を

「平
家
物
語
」
を
借
り
て
描
く
所
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
先
学

も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
軍
記

（
物
一
９
〕義
経
記
」
は
こ
の
部
分
を
描
か
な

い
事
を
作
品
の
重
要
な
性
格
に
し
て
い
る
。
従

っ
て
英
雄
時
代
の
義
経
を
描
く

浄
瑠
璃
は
軍
記
物
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
事
の

中
に

「曽
我
物
語
」
の
浄
瑠
璃
化
に
共
通
し
た
も
の
を
み
る
事
が
で
き
る
。
義

経
の
一
代
を
因
果
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
描
く
に
は
、
武
将
と
し
て
の
活
躍

諄
や
、
そ
の
中
で
の
逆
櫓
論
を
は
じ
め
と
し
た
梶
原
景
時
と
の
争
い
を
省
略
す

る
訳
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
化
の
姿
勢
は
、
義
経
の
一
代
の
盛
衰
だ
け
で
な
く
、

弁
慶
や
伊
勢
義
盛
、
佐
藤
兄
弟
等
の
描
き
方
の
中
に
も
み
る
事
が
で
き
る
。
彼

ら
が
義
経
の
郎
党
に
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
加
わ
り
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
活

躍
を
す
る
か
と
い
っ
た
事
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
伊
勢
義
盛
が
臣
下
に
な
る
事
は
、
「義
経
記
」
巻
二
を
借
り
て

描
か
れ
る
が
、
平
家
と
の
戦
闘
で
の
義
盛
の
活
躍
に
つ
い
て
も

「平
家
物
語
」

巻
十

一
の

「勝
浦
合
戦
の
事
」
の
詞
章
を
借
り
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
各
巻
の
間
の
連
続
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
「曽
我
物
語
」
の
よ
う
な
明

確
な
連
鎖
性
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、　
一
連
に
な

っ
た
話
が
続
き
に
な

っ

た
巻
に
分
か
れ
る
と
い
っ
た
事
で
作
り
出
さ
れ
て
い
る
事
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
義
盛
の
話
に
つ
い
て
も
二
巻
と
三
巻
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
吉
次
の
供

を
し
て
東
下
り
の
部
分
で
も
、
鏡
の
宿
で
の
強
盗
退
治
は
初
巻
で
あ
り
、
熱
田

で
の
元
服
か
ら
秀
衡
入
り
は
二
巻
と
分
か
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
忠
信
の
奮
戦

す
る
吉
野
合
戦
も
ま
た
四
巻
と
五
巻
に
分
か
れ
五
巻
で
は
忠
信
の
最
期
も
描
か

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「義
経
記
」
の
場
合
に
つ
い
て
も

「曽
我
物
語
」

と
同
様
に
浄
瑠
璃
化
の
際
に
作
為
の
手
が
加
わ
り
、
再
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い

う
事
が
で
き
よ
う
。
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
う
し
た
物
語
の
全
体
を
語
る
浄

瑠
璃
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
舞
曲
で
は
既
に
局
面
だ
け
を
語
る
も
の
が

独
立
し
た

一
曲
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
浄
瑠
璃
で
も
寛
永
頃
か
ら
、
舞
曲

を
そ
の
ま
ま
借
り
た

「
た
か
た
ち
」
や

「小
袖
曽
我
」
な
ど
が
語
ら
れ
て
お
り
、

正
本
も
残
る
。
こ
れ
ら
の
曲
が
独
立
し
て
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
は
、
物
語
全

体
が
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
既
に
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
全
体
を
語
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
い
う
事
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
別
の
形
の
連



作
物
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。

Ⅳ

今
ま
で
み
て
き
た

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
」
や

「曽
我
物
語
」
等
は
、
元
に
な

る
長
篇
の
物
語
が
あ
り
、
そ
れ
を
浄
瑠
璃
と
し
て
語
る
為
に
連
作
物
と
い
う
形

に
な

っ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
は
こ
う
し
た
長
篇
分
割
型
以

外
に
も
、　
一
つ
一
つ
の
作
品
が
完
結
し
な
が
ら
次
々
と
連
鎖
的
に
つ
な
が
る
形

の
続
き
物
や
、
後
日
諄
的
な
作
品
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
始
め
に

元
と
な
る
長
篇
の
物
語
が
あ

っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
観
客
の
好
評
を
得
て

次
々
と
作
品
を
重
ね
て
い
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
長
篇
分
割
型
の
連
作
と

は
性
格
を
異
に
す
る
と
い
え
る
。
従
来
は
こ
う
し
た
事
か
ら
も
，
こ
れ
ら
型
の

相
異
す
る
続
き
物
を
同
列
に
扱
う
事
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
明
暦

・
万
治
と
い
う
短
い
期
間
に
集
中
し
て
こ
れ
ら
続
き
物
に
な

っ
た

浄
瑠
璃
が
み
ら
れ
る
事
も
あ
り
、
こ
の
時
期
の
浄
瑠
璃
界
の
動
向
や
金
平
物
の

成
立
の
背
景
を
考
え
る
上
か
ら
は
、
続
き
物
に
な

っ
た
作
品
を
広
く
考
え
、
そ

こ
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
浄
瑠
璃
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
続
き
物
に
な

っ
た
浄
瑠
璃
を

「連
作
物
」
と
し
て

一
括
し
て
扱

っ
て
い
る
が
、
こ
の
章
で
は
長
篇
分
割
型
以
外
の
連
作
物
に
つ
い

て
、
そ
の
実
態
を
考
え
て
み
た
い
。

「秀
平
三
代
記
」
と

「為
朝

一
代
軍
記
」
も
こ
の
当
時
語
ら
れ
た
連
作
物
と

考
え
ら
れ
、
正
本
に

「
二
日
目
」
や

「
二
之
巻
」
と
あ
る
も
の
が
残
る
事
か
ら
、

「曽
我
物
語
」
等
と
同
じ
く
七
巻
形
式
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
連
作
法
は

「曽
我
物
語
」
の
よ
う
な
長
篇
分
割
型
と
は

い
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に

み
て
み
よ
う
。

「秀
平
三
代
記
」
は
奥
州
藤
原
氏
三
代
、
清
衡

・
基
衡

・
秀
衡
の
事
跡
を
語

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
の
は
初
代
の
清
衡
の
代
の
物
語
だ
け
で
あ

る
。
初
巻
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
現
存
本
に
は
上
方
板
の
『御
館
権
太
郎
』

が
あ
る
。
初
印
が
万
治
三
年
九
月
で
あ

っ
た
事
は
刊
記
か
ら
知
る
事
が
で
き
る
。

ま
た
水
谷
不
倒
氏
の

「浄
瑠
璃
絵
入
本
所
在
日
録
」
合
水
谷
不
倒
著
作
集
』
第
四

巻
所
収
）
に
は
、　
明
暦
頃
刊
の
江
戸
板
に

「御
館
権
ノ
太
郎
清
平
」
と
い
う
本

が
あ

っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
方
板
に
先
行
す
る
江
戸
板
が
あ

っ
た
事
が

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
初
巻
は
安
部
貞
任
の
一
子
厨
大
尉
貞
通
の
謀
反
を
内
容
と

す
る
が
、
こ
の
事
件
は
初
巻
で
完
結
し
て
し
ま
う
。

二
巻
に
つ
い
て
は
、
江
戸
板
と
上
方
板
が
共
に
現
存
す
る
。
江
戸
板
は
天
下

一
さ
つ
ま
太
天
正
本
の

『
秀
平
三
代
記
二
日
目
』
で
あ
り
、
上
方
板
は

「秋
田

合
戦
二
日
目
」
と
内
題
に
あ
る
が
、
内
容
は
江
戸
板
と
同
じ
と
い
う
事
で
あ
る
。

こ
の
両
本
は
再
印
本
で
あ
る
が
、
初
印
の
刊
行
は
挿
絵
等
か
ら
万
治
頃
で
は
な

い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（『古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
　
解
題
）。
　
こ
の
二
巻
の

物
語
は
、
清
衡
の
甥
の
佐
藤
治
信
を
中
心
と
し
、
治
信
が
小
山
二
郎
の
陰
謀
の

為
に
流
浪
す
る
事
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
一
山
の
中
で
完
結
し
て

し
ま
う
。

三
巻
以
下
の
正
本
に
つ
い
て
は
現
在
み
る
事
が
で
き
な
い
。
し
か
し
最
近
林

久
美
子
氏
に
よ
っ
て

『
松
平
大
和
守
日
記
』
の
浄
瑠
璃
草
子
列
記

（
万
治
四
年

二
月
十
三
日
の
条
）
の
中
に
あ
る

「
武
平
宗
平
」
。
「武
平
む
ほ
ん
」
が
、
三
巻
以

降
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
令
江
戸
浄
瑠
璃
と
井
上
播
磨

稼
」

「文
学
史
研
究
」
２２
）０　
武
平
や
宗
平
は
、　
坂
逆
者
小
山
二
郎
の
弟
と
し
て

既
に
二
巻
の
中
に
登
場
し
て
お
り
、
彼
ら
の
反
乱
が
三
巻
以
下
で
語
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
現
存
本
で
み
る
限
り
、
各
由
の
中
で
物
語
は
完
結
し
、
し
か
も

中
心
人
物
は
曲
ご
と
に
変

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
時
代
背
景
で
は
つ
な
が
り

を
持
ち
、
ま
た
登
場
人
物
の
面
で
の
連
続
性
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
清
衡
や
佐

藤
治
信
の
よ
う
な
中
心
的
な
人
物
だ
け
で
な
く
、
由
利
平
太
の
よ
う
な
郎
党
に

ま
で
及
び
、
そ
の
名
前
も
巻
が
変

っ
て
も
細
部
ま
で
一
致
す
る
。
こ
う
し
た
人

物
名
で
の
連
続
性
は
、
「曽
我
物
語
」等
に
も
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
二

巻
の
冒
頭
で

警
］
中
『
¨
中
鰊
¨
［
一
¨
誨
¨

，
一
］
」
』
い
一
］
一
綺
ｒ
鰈
れ
は
翻

と
初
巻
の
内
容
を
語
る
事
か
ら
、
こ
の
両
曲
が
連
作
で
あ
る
事
が
よ
り

一
層
明

確
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に

「秀
平
三
代
記
」
で
は
、
各
曲
が
完
結
し
な
が
ら
も
、
人
物
や

内
容
等
が
連
鎖
的
に
つ
な
が

っ
て
、
奥
州
藤
原
氏
三
代
の
物
語
を
七
巻
の
形
式

で
語
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「為
朝

一
代
軍
記
」
の
場
合
は
、
八
幡
太
郎
義
家
の
孫
で
あ
り
、
弓
の
名
手

と
し
て
天
下
に
並
ぶ
も
の
な
し
と
さ
れ
た
英
雄
、
鎮
西
八
郎
為
朝
の
一
代
を
七

巻
で
語

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
英
雄
の
一
代
記
を
七
巻
形
式
で
語
る
と
い
う
事

で
は

「義
経
記
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
連
作
の
あ
り
方
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
が
連
作
物
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
最
近
の
事
で
あ
り
、
「
た
め
朝

一

代
軍
記
二
之
巻
』
と
い
う
本
が
紹
介
さ
れ
た
事
に
よ
る
。
こ
の
初
巻
と
考
え
ら

れ
る
本
に
は

『
ち
ん
ぜ
い
ノ
八
郎
の
た
め
と
も
』
が
あ
る
が
、
初
巻
が
寛
文
十

年
、
二
之
巻
の
元
板
が
寛
文
末
頃
の
刊
行
で
あ
り
、
万
治
頃
に
語
ら
れ
て
い
た

確
証
は
な
い
。
し
か
し
正
本
集
の
解
題
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

『
大
和

守
日
記
』
に

「
た
め
と
も
」
の
書
名
が
み
え
、
ま
た
万
治
二
年
十
月
に
は

「為

朝
官
領
評
」
が
上
演
さ
れ
た
記
録
も
あ
る
事
か
ら
、
万
治
頃
に
連
作
物
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

（『古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
十

解
題
）。

現
存
す
る
の
は
こ
の
よ
う
に
初
巻
と
二
巻
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻

は
別
の
事
件
を
内
容
と
し
、
そ
れ
が
各
巻
の
中
で
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「秀

平
三
代
記
」
の
場
合
と
同
じ
と
い
え
る
。
ま
た
時
代
背
景
で
つ
な
が
り
を
持
ち
、

郎
党
等
も
含
め
て
登
場
人
物
の
面
で
も
連
続
性
を
持
つ
事
も
同
様
で
あ
る
。
更

に
二
巻
の
冒
頭
部
で
、
前
作
の
内
容
の
概
略
を
語
る
と
い
う
事
も
共
通
す
る
。

二
巻
冒
頭
に
は

八
飢
霧
種
だ
軋
ヽ
父
の
政
当
薙
け
、
家
紫し
へ追ぉ
い
下
さ
れ
、
鏡
配
九
か
国

手てを
」
崚
列
ぼ
豚
】

ノ ヵ、
】
応
“
″
凋
】
“
中
に
御
座ぎ
を
す
へ
、
な
を
し
も
御

と
あ
り
、
こ
れ
は
現
存
す
る

『
ち
ん
ぜ
い
ノ
八
郎
た
め
と
も
』
の
内
容
に
一
致

す
る
。
こ
の
よ
う
に

「為
朝

一
代
軍
記
」
の
場
合
の
連
作
法
は
、

「秀
平
三
代

記
」
と
殆
ど
同
じ
と
い
え
る
。

こ
の

「秀
平
三
代
記
」
や

「為
朝

一
代
軍
記
」
を
語

っ
た
太
夫
に
つ
い
て
も

み
て
お
き
た
い
。
「秀
平
三
代
記
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
正
本
が
現
在
す
る
天

下

一
薩
摩
太
夫
が
確
実
な

一
人
で
あ
る
。
こ
の
薩
摩
太
夫
が
薩
摩
を
名
乗
る
太

縁
約
嚇
け
あ
』

力ヽ ヵ、
ぬ
潮

れ
（
前

狙
物
卿
醐
は
い
】
燎
静
約
¨
螂
却
漱
裁
罐
構
詞

つ 記
詢

事
は
、
「大
和
守
日
記
』
の
万
治
三
年
四
月
二
日
の
条
に

「秀
平
三
代
記
」
が
上

演
さ
れ
た
記
事
が
あ
り
、
太
夫
と
し
て

「外
記
也
太
夫
権
太
夫
」
と
記
さ
れ
て

い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
水
谷
氏
は
か
っ
て
自
身
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た

江
戸
板
の
初
巻
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
か
ら
和
泉
太
夫
正
本
で
は
な
い
か
と
さ

れ
て
い
る
が
、
和
泉
太
夫
が
語

っ
た
と
い
う
確
実
な
資
料
は
み
る
事
が
で
き
な

い
。



ま
た
外
記
系
の
太
夫
は

「
為
朝

一
代
軍
記
」
も
語

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
万
治
二
年
に

「為
朝
官
領
識
」
を
語

っ
た
と
し
て

『大
和
守
日
記
』

に

「
下
り
さ
つ
ま
外
記
　
上
る
り
か
た
り
て
権
太
夫
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

上
方
で
こ
れ
ら
を
語

っ
た
太
夫
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
大
和
少
橡
で
あ
る
。

林
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

『古
播
磨
風
筑
後
丸
』
に
「た
け
ひ
ら
か
つ
せ
ん
」

の
景
事
が
あ
る
事
か
ら
、
彼
が

「秀
平
三
代
記
」
を
語

っ
て
い
た
事
が
推
定
さ

れ
る
。
更
に

「為
朝

一
代
軍
記
」
の
場
合
も
、
現
存
す
る
上
方
板
の
初
巻
は
大

和
少
像
正
本
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「秀
平
三
代
記
」
と

「為
朝

一
代
軍
記
」
は
連
作
法
が
同
じ
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
語

っ
た
太
夫
の
面
で
も
共
通
し
て
い
た
事
が
分
る
。
現

存
正
本
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
連
作
物
も
ま
ず
江
戸
で
語
ら
れ
、
す

ぐ
後
に
上
方
に
も
入

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「秀
平
三
代
記
」
や

「為
朝

一
代
軍
記
」
は
七
巻
形
式
を
持
ち
な
が
ら
も
、

各
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
な
が
ら
連
鎖
的
に
つ
な
が

っ
た
連
作
物
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
う
し
た

一
曲
完
結
型
の
作
品
で
は
、　
一
曲
だ
け
で
も
ま
と
ま

っ
た
内

容
を
語
る
為
、
連
鎖
性
が
必
ず
し
も
見
出
し
得
ず
、
連
作
で
あ
る
か
ど
う
か
を

決
め
る
の
が
困
難
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
に
、
前
九
年

。
後
三

年
の
役
を
扱
う
奥
州
攻
め
に
関
係
す
る
浄
瑠
璃
が
あ
る
。

八
幡
太
郎
義
家
の
安
部
貞
任
追
討
を
内
容
と
す
る
浄
瑠
璃
と
し
て
は
、
従
来

よ
り
上
総
若
太
夫
正
本

『
八
ま
ん
太
郎
琴
之
縁
』
（延
宝
五
年
・
山
本
九
兵
衛
板
）

や
、
土
佐
少
稼
正
本

『
武
徳
鑑
』
（宝
永
七
年
・
西
村
板
）等
が
知
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
寛
文
頃
の
江
戸
板

『
八
幡
太
郎
義
家
』
が
紹
介
さ
れ
、
こ
れ
も
古
く

か
ら
語
ら
れ
て
い
た
事
が
分

っ
て
き
た
。
こ
の
寛
文
板
も
省
略
が
多
く
、
更
に

古
い
元
板
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が

『
大
和
守
日
記
』
に
記
さ
れ
て

い
る

「
八
幡
太
郎
義
家
」
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
も
な
さ
れ
て
い
る

今
古
浄

瑠
璃
正
本
集
』
第
十
　
解
題
）。

こ
の

「
八
幡
太
郎
義
家
」
が
万
治
頃
に
語
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
貞
任
の

弟
の
宗
任
の
後
日
諄
を
内
容
と
す
る

『
松
浦
合
戦
』
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

『
松
浦
合
戦
』
の
現
存
正
本
に
は
、
万
治
三
年
十
月
に
山
本
九
兵
衛
板
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
上
方
板
が
あ
る
。
こ
れ
が
江
戸
で
は
明
暦
頃
か
ら
語
ら
れ
て
い
た

事
は
、
「大
和
守
日
記
』
の
上
演
記
事
か
ら
知
る
事
が
で
き
る
。
明
暦
四
年
七
月

十

一
日
は
源
之
丞
が

「
ま
つ
ら
か
つ
せ
ん
」
を
語
り
、
万
治
三
年
五
月
十
九
日

に
は
、
下
り
薩
摩
外
記
、
権
太
夫
が

「松
浦
合
戦
」
を
語

っ
た
事
が
記
録
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
貞
任
の
死
後
を
扱
う
と
い
う
事
で
は
、
「秀
平
三
代
記
」
の
初
巻

『
御
館

権
太
郎
』
も
そ
の
一
つ
と
す
る
事
が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
初

巻
で
謀
反
を
起
こ
す
の
は
厨
大
尉
貞
通
で
あ
る
が
、
彼
は
安
部
貞
任
の
子
供
と

い
う
事
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
本
の
初
段
で
は
、
貞
任
を
神
に
祭
る
事
も

詳
し
く
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
曲
が

「秀
平
三
代
記
」
の
初
巻
で
あ
る
と
共
に
、

義
家
の
奥
州
攻
め
の
後
日
諄
に
も
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
安
部
貞
任
の
生
い
立
ち
も
万
治
頃
に
は
浄
瑠
璃
と
し

（て
嬬
れ

れ
て
い
た
。
安
田
富
貴
子
氏
が
紹
介
さ
れ
た

『
阿
部
鬼
若
丸
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

た
帥
』
熟
嘔
嘲
に
蒔
れ
『
詢
赫

る 。
刹
』
動
数
珀
［
構
わ
］
げ
嘲
畷
“

ヽ
「』

［
妙

め
関
係
の
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
論
考
も
既
に
で
て
い
る
傘
氏
前
掲
論

文
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、　
こ
れ
ら
の
浄
瑠
璃
を
連
作
と
み
る
事
は
今
の
所
困
難

で
あ
る
が
、
明
暦
頃
に
は
江
戸
で
語
ら
れ
、
万
治
に
は
上
方
へ
入

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。



確
か
に
現
存
本
を
み
る
限
り
、
状
況
設
定
や
登
場
人
物
の
関
係
で
も
連
作
と

す
る
程
の
関
連
性
や
連
鎖
性
は
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
奥
州
攻
め
を
内
容
と

す
る

「
八
幡
太
郎
義
家
」
を
中
心
と
し
て
、
後
日
諄
と
い
え
る

「松
浦
合
戦
」

や
、
貞
任
の
生
い
立
ち
を
語
る

「阿
部
鬼
若
丸
」
は
、　
一
連
に
な

っ
た
連
作
に

近
い
作
品
群
と
す
る
事
は
で
き
よ
う
。

連
作
物
の
周
辺
の
作
品
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
他
に
も
後
日
諄
や
生
い
た

ち
を
語
る
作
品
を
み
る
事
が
で
き
る
。
連
作
物
全
体
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、

こ
う
し
た
作
品
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

後
日
諄
を
語
る
も
の
と
し
て
は
、
坂
上
田
村
麿
の
子
、
広
野
丸
の
活
躍
を
描

く

『
曲
馬
論
』
が
あ
る
。
坂
上
田
村
麿
の
鈴
鹿
で
の
鬼
神
退
治
の
話
は
室
町
物

語
に
も
み
ら
れ
、
浄
瑠
璃
で
も
早
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
日
諄
と
し

て
作
ら
れ
た
の
が

『
曲
馬
論
』
で
あ
り
、
『大
和
守
日
記
』
に
も
書
名
が
み
え
る

所
か
ら
万
治
頃
に
は
語
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
正
本
は
残

っ
て

い
な
い
。

ま
た
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
の
生
い
立
ち
を
語
る
も
の
と
し
て
は
、
酒
典
童
子

や
坂
田
金
平
の
幼
時
を
描
く
作
品
が
あ
る
。
万
治
三
年
八
月
の
京

・
山
本
板
に

『
酒
典
童
子
若
壮
』
（江
戸
さ
つ
ま

（
太
漱
師
不
）
が
ぁ
り
、
万
治
末
の
京

。
鶴
屋
板

に
は

『
公
平
た
ん
じ
や
う
き
』
が
あ
る
。
『
阿
部
鬼
若
丸
』
も
含
め
て
、
こ
れ
ら

三
作
品
は
内
容
も
よ
く
似
て
お
り
、
母
親
が
大
蛇
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
異
常

な
出
生
、
山
で
学
問
せ
ず
に
乱
暴
を
は
た
ら
く
等
の
こ
と
が
共
通
し
、
そ
れ
ぞ

れ
が
超
人
的
な
力
を
身
に
つ
け
る
そ
の
背
景
と
し
て
の
過
去
が
語
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
明
暦

。
万
治
と
い
う
時
代
に
は
長
篇
分
割
型
以

外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
連
作
的
方
法
で
作
品
が
作
ら
れ
て
い
た
事
が
分
る
。

Ｖ

今
ま
で
み
て
き
た
連
作
物
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
長
篇
物
語
を
浄
瑠
璃
用
に
分
割
す
る
型
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は

『浄
瑠
璃
御
前
物
語
』
の
よ
う
に
、
詞
章
に
至
る
ま
で
既
に
あ

っ
た
物
語
を
そ

の
ま
ま
浄
瑠
璃
化
す
る
も
の
と
、
「曽
我
物
語
」
の
よ
う
に
七
巻
形
式
に
再
構
成

す
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た

一
曲
ご
と
に
完
結
し
た
内
容
を
も
ち
な
が
ら
、
連
鎖
的
に
な

っ
て
連
作

を
形
成
す
る
型
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
型
で
七
巻
形
式
を
持
つ
作
品
に
、
「秀
平

三
代
記
」
と

「為
朝

一
代
軍
記
」
が
あ
る
。

こ
の
長
篇
分
割
型
と
連
鎖
型
の
も
の
が
、
連
作
物
に
お
け
る
基
本
的
な
二
つ

の
型
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
連
作
物
の
周
辺
に
、
連
鎖

性
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
後
日
諄
や
生
い
立
ち
を
語
る
作
品
が
あ
る
。
「曲
馬

論
』
や

『
酒
典
童
子
若
壮
』
等
が
後
日
諄
型
の
典
型
で
あ
り
、
後
日
諄
型
の
作

品
を
含
め
て
一
連
の
作
品
群
を
形
成
す
る
も
の
に
、
奥
州
攻
め
関
係
の
浄
瑠
璃

が
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
金
平
物
の
連
作
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
金
平
物
の
場
合
も

一
山
の
中
で
一
話
が
完
結
す
る
。
作
品
間
の
連
続
性

は
時
代
背
景
や
登
場
人
物
の
関
係
で
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

「秀
平
三

代
記
」
な
ど
の
連
作
法
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
初
段
の
冒
頭
等
で
前
作
の
内
容

を
語
る
と
い
う
事
も
み
ら
れ
る
。
室
木
氏
が
連
作
と
い
う
考
え
を
出
さ
れ
の
も
、

こ
う
し
た
点
を
整
理
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
連
作
物
と
し
て
の
形
式
は

「秀
平
三
代
記
」
等
と
は
違

っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
「秀
平
三
代
記
」等
が
七
巻
形
式
を
も

っ
て
い
た
の
に
対
し
、
金

平
物
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
形
式
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
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れ
は
金
平
物
の
場
合
、
コ
一代
記
」
や

「
一
代
記
」
の
よ
う
に
連
作
全
体
で
語
る

内
容
が
決

っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
気
に
支
え
ら
れ
て
次
々
と
作
品
を
重
ね

て
い
く
も
の
で
あ

っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
連
作
は
典
型
的
な
連
鎖

型
の
も
の
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
金
平
浄
瑠
璃
の
創
作
法
で
あ
る
連
作
法
も
、
決

し
て
金
平
物
独
自
の
も
の
で
な
か
っ
た
事
が
分
る
。
そ
の
連
作
法
は

「秀
平
三

代
記
」
に
も
共
通
す
る
連
鎖
法
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
連
鎖
型
の
連
作
と
い

う
の
も
、
当
時
は
長
篇
分
割
型
の
も
の
と
そ
れ
ほ
ど
違

っ
た
も
の
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「秀
平
三
代
記
」
の
よ
う
な
連
鎖
型

の
連
作
物
と
、
「曽
我
物
語
」
の
よ
う
な
長
篇
分
割
型
の
作
品
が
同
じ
七
巻
形
式

を
も

っ
て
お
り
、
正
本
や
上
演
の
形
式
が
同
じ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
当
時
の
連
作
物
浄
瑠
璃
は
、
長
篇
分
割
型
の
典
型
と
し
て

「浄
瑠
璃

御
前
物
語
」
を
も
ち
、
ま
た
連
鎖
型
の
典
型
と
し
て
金
平
物
を
も
つ
が
、
そ
の

間
に
は

「曽
我
物
語
」
や

「秀
平
三
代
記
」
の
よ
う
な
こ
れ
ら
の
中
間
型
の
連

作
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
周
辺
に
、
後
日
諄
型
の
作
品
が
あ

っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
連
作
的
な
方
法
が
流
行
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
後
日
諄
型
の
作
品
か
ら
考
え
た
方
が
分
り
や

す
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
酒
典
童
子
の
生
い
立
ち
を
語
る
作
品
が
成
立
す
る

に
は
、
酒
典
童
子
の
話
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
事
が
必
要
に
な
ろ
う
。
実
際
酒

典
童
子
の
話
は
室
町
物
語
に
あ
り
、
浄
瑠
璃
で
も
寛
永
期
か
ら
語
ら
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
よ
く
知
ら
れ
た
酒
典
童
子
の
幼
い
頃
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
事
を
語
ろ
う
と
し
て
、
『酒
典
童
子
若
壮
』
の
よ
う
な
作

品
が
作
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
田
村
麿
の
話
で
も
同
じ
で
あ
る
。

田
村
麿
の
鈴
鹿
で
の
鬼
神
退
治
は
既
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

子
供
が
ど
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
か
と
い
う
事
を
語
ろ
う
と
し
て

「曲
馬
論
」

が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
既
に
語
ら
れ
て
い
た
物
語
の
前
後
に
話

を
発
展
さ
せ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「為
朝

一
代
軍
記
」
に
お
い
て
も
、
英
雄
為
朝
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は

「保
元
物
語
」
で
描
か
れ
る
為
朝
像
で
あ
る
。
現
在
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
七
巻
物
浄
瑠
璃
の
後
半
の
巻
で
も
そ
の
活
躍
は
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
武
家
の
源
氏
の
中
に
あ

っ
て
も
特
に
際
立

っ
た
武
勇
伝
説
を
持
つ
こ
の
為

朝
が
、
ど
の
よ
う
な
生
い
立
ち
を
持

っ
て
い
た
か
を
も
語
ろ
う
と
し
た
事
が
、

一
代
軍
記
と
い
う
連
作
物
を
う
み
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
「秀
平
三
代
記
」
で
も
、

奥
州
藤
原
三
代
の
中
で
最
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
は
義
経
伝
説
に
関
係
す
る

秀
衡
で
あ
ろ
う
。
そ
の
秀
衡
が
奥
州
の
地
で
、
半
ば
独
立
国
の
よ
う
な
形
で
そ

の
勢
力
圏
を
持
ち
得
た
の
も
、
そ
の
父
祖
の
清
衡

・
基
衡
の
力
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
勢
力
圏
を
脅
か
そ
う
と
し
て
次
々
と
出
て
く
る
輩
を
、
力
で

押
え
る
事
で
築
い
て
き
た
国
で
あ
る
。
そ
れ
が
義
経
の
高
館
で
の
死
と
共
に
崩

壊
す
る
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
浄
瑠
璃
は
秀
衡
か
ら
代
を
湖

っ
て
、
こ
の

奥
州
の
王
国
が
い
か
に
築
か
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う

経
緯
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
が
義
経
伝
説
と
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
い
く
か
を
語

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
浄
瑠
璃
の
二
巻

の
主
役
は
清
衡
の
甥
の
佐
藤
治
信
で
あ
る
が
、
そ
の
孫
が
義
経
の
股
肱
の
臣
で

あ
る
継
信

・
忠
信
兄
弟
に
な
る
事
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
衡
の
代
の

物
語
に
も

「秀
平
三
代
記
」
と
い
う
題
名
を
付
け
て
い
る
事
で
も
、
秀
衡
か
ら

代
を
湖

っ
て
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
う
し
た
事
は
、　
一
貫
性
が
最
も
強
い
と
考
え
ら
れ
る

「曽
我
物
語
」
や
「義

経
記
」
で
も
み
る
事
が
で
き
よ
う
。
曽
我
物
に
し
て
も
、
舞
曲
や
浄
瑠
璃
で
い



つ
も
語
ら
れ
る
の
は
、
仇
討
ち
と
仇
討
ち
前
の
兄
弟
の
苦
難
の
話
で
あ
る
。
そ

の
仇
討
ち
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
事
が
語
ら
れ
る
機
会
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
七
巻
物
浄
瑠
璃
が
こ
の
部
分
を
特
に
語
ろ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
事
は
先
に
も
指
摘
し
た
。
な
ぜ
仇
討
ち
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い

う
事
に
重
点
を
置
き
、
物
語
の
全
体
を
語
ろ
う
と
し
た
事
が
連
作
と
い
う
形
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「義
経
記
」
に
つ
い
て
も
、
舞
曲
等
で
知
ら
れ
て
い
る
の
は
吉
次
の
供
を
し

て
秀
衡
の
元
に
到
着
す
る
ま
で
の
若
き
義
経
像
と
、
兄
頼
朝
に
追
わ
れ
北
国
落

し
て
高
館
で
最
期
を
む
か
え
る
ま
で
の
晩
年
の
義
経
像
の
二
つ
に
大
き
く
分
か

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
に
人
々
が
義
経
伝
説
の
ど
こ
に
共
鳴
し
た
か
を
み
る

事
も
で
き
る
が
、
浄
瑠
璃
は
そ
れ
ら
の
い
つ
も
よ
く
語
ら
れ
る
話
の
前
後
が
ど

う
な

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
事
も
語
ろ
う
と
し
た
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
明
暦

・
万
治
頃
の
浄
瑠
璃
は
、
舞
曲
や
寛
水
期
以
来
の
浄
瑠
璃

が
語

っ
て
き
た
話
を
、
そ
の
前
後
に
話
を
展
開
さ
せ
て
語
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ

が
連
作
と
い
う
形
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
寛
永
か
ら
承
応
頃
ま

で
の
浄
瑠
璃
は
、
室
町
物
語
や
舞
曲
等
を
借
り
て
、
そ
れ
を
浄
瑠
璃
節
で
語

っ

て
い
た
。
し
か
し
先
行
文
芸
を
借
り
て
一
山
の
浄
瑠
璃
と
す
る
事
に
も
限
り
が

あ
ろ
う
。
同
種
の
も
の
の
繰
り
返
し
に
な
る
の
は
避
け
が
た
い
事
で
あ
る
。
こ

う
し
た
寛
永
期
以
来
の
浄
瑠
璃
化
の
方
法
を
打
開
し
て
い
く

一
つ
の
方
法
と
し

て
で
て
き
た
の
が
、
話
を
前
後
に
拡
げ
て
い
く
と
い
う
こ
の
連
作
の
方
法
で
は

な
か
っ
た
か
。
勿
論
先
行
文
芸
に
依
拠
す
る
と
い
う
事
で
は
寛
永
期
の
方
法
の

延
長
線
上
に
あ
ろ
う
が
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
数
多
く
の
曲
を
新
た
に
作
る
事

が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

金
平
物
が
語
り
出
さ
れ
る
の
も
、
頼
光
四
天
王
の
後
日
諄
を
語
ろ
う
と
し
た

事
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
今
述
べ
た
当
時
の
浄
瑠
璃
界
の

流
れ
の
上
に
あ
る
。
た
だ
金
平
物
に
は
典
拠
と
な
る
先
行
作
も
な
く
、
そ
れ
だ

け
に
思
い
切

っ
た
人
物
造
型
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
が
人
々
に
新
鮮
に

感
じ
ら
れ
人
気
を
集
め
る
事
に
も
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
平
物
が
単
な
る
後

日
諄
で
終
ら
ず
に
、
次
々
と
連
鎖
的
に
作
品
を
作
り
出
す
事
に
も
な

っ
た
の
も
、

こ
う
し
た
人
々
の
支
持
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

人
々
に
な
じ
み
の
深
い
話
の
前
後
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
界
の

新
し
い
動
き
の
背
景
に
は
、
室
木
氏
が
指
摘
さ
れ
た

「若
者
ブ
ー
ム
」
も
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
氏
は

「曲
馬
論
」
に
お
け
る
広
野
丸
の
活
躍
や
、
「酒
典
童

子
若
壮
」
に
お
け
る
悪
童
丸
の
剛
勇
ぶ
り
に
は

「若
さ
を
求
め
、
若
者
に
人
気

が
集
中
す
る
と
い
う
時
代
的
空
気
」
が
あ
る
と
さ
れ
る

（前
掲
書
）。
そ
し
て
そ

の
展
型
が
金
平
物
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
若
者
ブ
ー
ム
だ
け
で
は
、

金
平
物
の
登
場
や
、
こ
の
時
期
の
浄
瑠
璃
を
考
え
る
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

室
木
氏
自
身
も
こ
の
若
者
ブ
ー
ム
は
万
治
二
・
三
年
に
急
激
に
勃
興
し
、
長
く

続
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
底
流
に
は

「曽
我
物
語
」
等
も

含
ん
だ
、
こ
の
時
期
全
体
に
み
ら
れ
る
よ
り
大
き
な
新
し
い
動
き
が
あ

っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
浄
瑠
璃
史
の
展
開
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
新
し
い
動
き
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
新
し
い
動
き
は
ど
こ
で
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
な
太
夫
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
正
本
や
数
少
な
い
資
料
だ
け

か
ら
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
で
き
な
い
が
、
江
戸
が
中
心
で
あ

っ
た
事
は
間
違

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
の
状
態
に
つ
い
て
も
正
本
が
あ
ま
り
残

っ
て
お
ら

ず
分
ら
な
い
事
も
多
い
が
、
「大
和
守
日
記
」
の
上
演
記
事
も
あ
わ
せ
て
考
え
る

と
、
連
作
物
を
語

っ
た
太
夫
と
し
て
和
泉
太
夫
の
他
に
薩
摩
外
記
等
の
名
を
挙

げ
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
薩
摩
外
記
糸
の
太
夫
が

「秀
平
三
代
記
」
や

「為
朝

官
領
譲
」
等
を
語

っ
て
い
た
事
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
他
に
も

「松
浦
合
戦
」



等
連
作
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
曲
を
多
く
語

っ
て
い
る
。
『大
和
守
日
記
』
の

寛
文
元
年
（万
治
四
年
）
八
月
上
旬
に
あ
る

「堺
町
番
組
」
を
み
て
も
、外
記
座
で

は

「北
条
八
代
記
」
を
上
演
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
分
ら
な
い
が
、
題
名
か

ら
み
て
こ
れ
も
連
作
物
の
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
和
泉
太
夫
は
金
平
物
の
他
に

連
作
物
を
語

っ
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
な
い
。
た
だ

『
田
村
』
（万
治
初
年
頃
刊

江
戸
板
）が
彼
の
正
本
で
あ
る
所
か
ら
、
後
日
諄
で
あ
る

「曲
馬
論
」
も
彼
が
語

っ
た
事
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
太
夫
と
し
て
は
虎
屋
源
太
夫
も
金
平

物
の
連
作
に
関
係
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
江

戸
の
薩
摩
と
杉
山
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
系
統
の
中
で
は
、
薩
摩
系
が
主
で
あ

り
、
し
か
も
薩
摩
の
中
で
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
浄
雲
直
系
の
系
統
よ
り
、
別

系
や
傍
系
が
中
心
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し

「浄
瑠
璃
御
前
物

語
」
を
語

っ
た
の
は
、
浄
雲
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
長
門
稼
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
連
作
物
の
中
で
も
最
も
旧
来
の
方
法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期

の
連
作
物
流
行
の
中
心
に
は
位
置
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

連
作
物
を
語

っ
た
太
夫
と
し
て
、
和
泉
太
夫
以
外
に
外
記
系
の
大
夫
も
い
た
事

は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
こ
の
時
期
の
江
戸
の
浄
瑠
璃
は
和
泉
太
夫
で

代
表
さ
せ
て
考
え
る
傾
向
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

江
戸
で
新
し
い
動
き
が
あ

っ
た
事
は
、
金
平
物
が
江
戸
で
作
ら
れ
た
と
い
う

事
も
あ
り
以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
ゲ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
明

暦
大
火
後
の
復
興
景
気
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
浄
瑠
璃
界
の
動
き
と

し
て
は
、
江
戸
浄
瑠
璃
界
の
大
黒
柱
の
浄
雲
の
存
在
も
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。

上
方
で
は
左
内
や
官
内
と
い
っ
た
中
心
と
な
る
べ
き
人
を
失

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
江
戸
で
は
浄
雲
を
中
心
に
旧
来
の
方
法
も
継
承
し
な
が
ら
、
新
し
い
方
向

を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
上
方
に
も
か
な
り
早
い
時
期
に
こ
れ
ら
の
浄
瑠
璃
が
入

っ
て
お
り
、
専

ら
大
和
少
嫁
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
上
方
板
の
連
作
物
の
正
本
で
太
夫
の

判
明
す
る
の
は
殆
ど
彼
の
も
の
で
あ
る
。
後
に
播
磨
像
と
名
を
改
め
、
そ
の
語

り
が
義
太
夫
に
も
継
承
さ
れ
る
こ
の
大
和
少
嫁
が
、
若
い
頃
に
盛
ん
に
こ
う
し

た
浄
瑠
璃
を
語

っ
て
い
た
事
は
、
彼
の
芸
風
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
事
で
あ

ろ
う
。
ま
た
現
存
上
方
板
の
刊
行
が
、
万
治
三
年
頃
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う

樺
赫
』
』
が

な
一

、
一」
っ
一事
は
安
田
氏
の
論
じ
ら
れ
た
大
薩
摩
の
上
京
と
も
関
連
す

連
作
物
の
流
行
は
こ
の
よ
う
に
江
戸
を
中
心
に
し
て
起
こ
り
、
上
方
に
も
す

ぐ
に
波
及
す
る
が
、
こ
の
流
れ
の
中
か
ら
金
平
浄
瑠
璃
も
う
み
出
さ
れ
て
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅵ

こ
こ
ま
で
は
金
平
浄
瑠
璃
成
立
の
基
盤
と
い
う
事
で
連
作
物
の
浄
瑠
璃
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
連
作
物
の
意
義
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
浄
瑠
璃
が
、
連
作
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、　
一
曲
の
浄
瑠
璃
で
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
大
き
な
時
代
の
流

れ
を
語
る
事
を
可
能
に
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
そ
の
事
を
各
作

品
で
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

「曽
我
物
語
」
等
の
場
合
に
は
、
浄
瑠
璃
が
主
な
典
拠
と
し
た
軍
記
物
語
が

既
に
大
き
な
時
代
の
流
れ
を
語
る
事
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
舞
曲
や
寛
永
期

の
浄
瑠
璃
の
よ
う
に
、
局
面
だ
け
を
語

っ
て
い
た
の
で
は
分
ら
な
い
大
き
な
流

れ
が
、
連
作
と
し
て
語
り
出
さ
れ
た
と
い
う
事
は
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
単
に

一

族
の
間
で
の
何
代
に
も
わ
た
る
争
い
が
語
ら
れ
た
と
い
う
事
で
は
な
い
。
曽
我

の
仇
討
ち
の
背
後
に
は
、
頼
朝
を
中
心
に
し
て
展
開
す
る
大
き
な
時
代
の
流
れ

が
あ
り
、
そ
れ
を
語
り
出
す
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
曽
我
兄
弟
は
工
藤
祐
経



の
敵
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
頼
朝
に
と

っ
て
も
敵
に
な
る
。
そ
の
背
景
に

は
伊
豆
に
配
流
中
で
あ

っ
た
頼
朝
が
、
兄
弟
の
祖
父
に
よ
っ
て
我
が
子
を
殺
さ

れ
る
と
い
う
事
が
あ
り
、
更
に
石
橋
山
合
戦
で
も
こ
の
祖
父
が
頼
朝
に
敵
対
し

た
と
い
う
事
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
石
橋
山
合
戦
が
時
代
を
変
え
る
戦
い
で
あ

っ
た
と
共
に
、
兄
弟
の
運
命
を
も
決
め
た
合
戦
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
背
景
と
す
る
事
に
よ

っ
て
幼
い
兄
弟
を
殺
そ
う
と
す
る

「切
兼
」
の
場
面
も

あ
り
、
ま
た
兄
弟
が
赤
貧
の
中
で
仇
討
ち
の
機
会
を
持
つ
事
に
も
な
る
。
更
に

「夜
討
曽
我
」
の
仇
討
ち
後
の
五
郎
の
取
り
扱
い
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
因
果
応
報
の
大
き
な
時
代
の
流
れ
が
浄
瑠
璃
と
し
て
語
り
出
せ

た
の
も
、
こ
れ
が
連
作
物
で
あ

っ
た
為
で
あ
る
。

「秀
平
三
代
記
」
の
場
合
、
そ
の
初
巻
で
安
部
貞
任
が
神
に
祭
ら
れ
る
こ
と

が
語
ら
れ
、
更
に
貞
任
の
子
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
事
が
語
ら
れ
て
い
る
事
は
先

に
も
述
べ
た
υ
従

っ
て
こ
れ
が
後
三
年
の
役
の
後
日
諄
に
も
な

っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
奥
州
藤
原
氏
の
王
国
は
こ
の
貞
任
の
反
乱
の
終
結
と
共
に
建
設
さ
れ

る
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
り
、
浄
瑠
璃
で
は
後
半
の
巻
を
み
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
お
そ
ら
く
秀
衡
と
義
経
の
話
が
あ
り
、
こ
の
王
国
の
崩
壊
も
語
ら
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
か
に
奥
州
の
王
国
と
い
え
ど
そ
の
建
設
と
崩
壊
に

は
中
央
政
権
の
動
向
と
深
く
関
与
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
時
代
背
景
の
下
で

の
奥
州
藤
原
三
代
と
い
う
大
き
な
状
況
を
語
る
事
を
可
能
に
し
た
の
も
、
浄
瑠

璃
が
連
作
物
と
い
う
形
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

金
平
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
こ
れ
が
連
作
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
時

代
状
況
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
い
な
い
様
で
あ
る
が
、
金
平
物
の
時
代
背
景
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
に
作

ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
四
天
王
の
主
家
で
あ
る
源
氏
の
代
々
を
踏

ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
綱
や
金
時
等
の
規
四
天
王
は
頼
光
四
天
王
と
し
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
頼
光
の
臣
下
で
あ
る
が
、
親
四
天
王
か
ら
子
四
天
王
へ
移
る

作
品
で
は
頼
光
の
弟
の
頼
信
の
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
子
四
天
王
が
活
躍

す
る
の
は
頼
信
の
子
頼
義
の
時
代
と
さ
れ
、
孫
四
天
王
が
登
場
す
る
頃
に
は
八

幡
太
郎
義
家
の
時
代
に
移
ろ
う
と
す
る
時
代
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
金
平
物
の
時
代
背
景
は
親
四
天
王
時
代
も
含
め
る
と
、
頼
光
の
親
の
満
仲

か
ら
義
家
ま
で
の
源
氏
五
代
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
よ
っ
て
状
況

が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
為
、
頼
光
の
跡
目
を
め
ぐ

っ
て
弟
の
頼
信
と
嫡
子
の
頼

親
が
争
う

『頼
光
跡
目
論
』
の
よ
う
な
作
品
も
作
ら
れ
て
く
る
。
ま
た
金
平
物

の
中
で
金
平
の
烏
帽
子
子
と
し
て
登
場
し
、
孫
四
天
王
に
あ
た
る
人
物
に
鎌
倉

権
五
郎
景
政
が
い
る
。
こ
の
景
政
は
八
幡
太
郎
義
家
の
郎
党
と
し
て
知
ら
れ
る

人
物
で
、
特
に
奥
州
攻
め
の
時
に
片
眼
を
射
ら
れ
た
後
も
奮
戦
す
る
と
い
う
英

雄
伝
説
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
話
は

「平
家
物
語
」
や

「平
治
物
語
」
に
も
語

』】諫嚇詢一囀翻翻一郊興馴蜘笏蛯詢舞資村報も『ｕ鎌議卿蒔』け帥

景
を
考
慮
に
入
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
為
で
あ
ろ
う
。

「浄
瑠
璃
御
前
物
語
」
を
除
く
と
、
こ
の
時
期
の
連
作
物
は
主
に
軍
記
物
を

語

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
源
氏
の
棟
梁
を
自
称
す
る
徳
川
政
権
下
と
い
う

事
も
あ

っ
て
か
、
源
氏
に
関
係
す
る
軍
記
物
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
源
氏
の
代

々
を
中
心
と
し
て
時
代
背
景
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
武
士

を
中
心
に
し
た
時
代
把
握
は
近
世
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「酒
典
童
子
」
の
頼

光
を
は
じ
め
と
し
て
、
金
平
の
主
君
で
あ
る
頼
義
等
は
、
歴
史
的
に
は
摂
関
家

に
仕
え
る
武
士
団
の
棟
梁
に
す
ぎ
な
い
が
、
浄
瑠
璃
で
は
天
下
に
号
令
す
る
将

軍
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
武
士
を
中
心
と
す
る
事
に
よ

っ

て
、
浄
瑠
璃
の
時
代
背
景
は
か
え
っ
て
単
純
で
分
り
や
す
い
形
に
な

っ
た
と
も

い
え
る
。
連
作
物
の
浄
瑠
璃
が
こ
の
よ
う
な
武
士
を
中
心
と
し
た
時
代
把
握
の
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〔表 2〕

分
ら
な
い
が
、
彼
が
和
泉
太
夫
の
金
平
物
の
創
作
に
関

与
し
て
い
た
事
は
作
者
の
署
名
入
り
の
正
本
が
現
存
じ

て
い
る
こ
と
か
ら
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
岡
清
兵
衛
に

つ
い
て
貞
享
四
年
刊
の

『
故
郷
帰
の
江
戸
咄
』
は

金
平
作
り
の
清
兵
衛
は
。
生
れ
つ
き
才
発
に
し
て
。

物
覚
つ
よ
く
。
太
平
記
。
盛
衰
記
あ
づ
ま
か
が
み

な
ど
を
。
そ
ら
に
お
ぼ
え
。
儒
釈
可
道
を
も
。
少

づ
ゝ
は
こ
ゝ
ろ
み
け
れ
ば
古
事
来
暦
を
引
事
得
も

の
也
と
か
や
。

と
記
す
。
実
際
に
清
兵
衛
が
太
平
記
や
盛
衰
記
、
吾
妻

鏡
な
ど
を
空
で
覚
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、

そ
の
程
度
の
知
識
を
持
つ
人
物
が
、
金
平
以
外
の
連
作

浄
瑠
璃
に
も
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
こ
こ
ま
で
現
存
正
本
か
ら
判
明
す
る
連
作
物
に

限

っ
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
現
存
正
本
の

刊
年
は
少
し
下
る
が

「頼
朝
三
代
記
」
（寛
文
九
年
刊
）
や
、
寛
文
六
年
に
外
記

座
で
上
演
さ
れ
て
い
る

「北
条
八
代
記
」
も
連
作
物
と
思
わ
れ
る
。
更
に

『大

和
守
日
記
』
に
も
書
名
が
み
え
、

『東
海
道
名
所
記
』
で
喜
太
夫
が
語

っ
た
と

さ
れ
る

「太
平
記
」
も
連
作
物
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
以
降
の
時
代
に
つ
い
て
も
、

連
作
物
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

従
来
は
こ
れ
ら
連
作
物
の
流
行
と
い
う
の
は
、
短
期
間
に
み
ら
れ
た
小
さ
な

動
き
と
い
う
事
で
す
ま
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
続
き
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た

時
期
は
短
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
金
平
物
の
場
合
で
も
連
作
と
し
て
作
ら
れ

る
の
は
万
治
頃
か
ら
せ
い
ぜ
い
寛
文
の
初
め
頃
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
は
そ
れ

中
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
を
語

っ
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
た
の
が

〔表
二
〕
で

あ
る
。
金
平
物
を
含
め
そ
れ
ぞ
れ
の
連
作
物
が
ど
の
よ
う
な
時
代
を
語
ろ
う
と

し
て
い
た
の
か
と
い
う
事
や
、
金
平
物
と
他
の
連
作
物
と
の
関
係
も
こ
の
表
か

ら
知
る
事
が
で
き
よ
う
。

ま
た
金
平
物
に
鎌
倉
権
五
郎
景
政
が
登
場
す
る
事
や
、
「秀
平
三
代
記
」
の
初

巻
が
奥
州
攻
め
の
後
日
諄
に
相
当
す
る
事
な
ど
か
ら
、
浄
瑠
璃
を
作
る
側
の
人

間
が
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
あ
る
程
度
知

っ
た
者
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
当
時
の
作
者
と
し
て
は

『
に
し
き
ど
合
戦
』
（承
応
四
年
刊
）
等
に
名
を
残
す

岡
清
兵
衛
等
が
知
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
清
兵
衛
に
つ
い
て
も
よ
く



ぞ
れ
独
立
し
た

一
曲
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鳥
居
フ
ミ
子
氏
が
論
じ
ら

れ
た
よ
う
に
、
曽
我
物
の
古
浄
瑠
璃
の
場
合
で
も
、
寛
文
以
後
は
七
巻
物
を
元

と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
多
少
手
を
加
え
て
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た

一
曲
と
し

て
上
演
さ
れ
て
い
る
（前
掲
論
文
）。

し
か
し
連
作
物
の
浄
瑠
璃
が
大
き
な
歴
史
的
状
況
を
語

っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
流
行
を
短
期
間
の
小
さ
な
動
き
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
連
作
物
と
し
て
作
ら
れ
る
事
が
な
く
な

っ
て
も
、
こ

れ
ら
連
作
物
で
語
り
出
し
た
時
代
背
景
や
人
物
関
係
を
基
礎
と
し
た
作
品
が
作

ら
れ
続
け
る
事
で
も
分
る
。
特
に
時
代
背
景
や
人
物
関
係
を
浄
瑠
璃
自
ら
の
手

で
作
り
出
し
た
金
平
物
に
お
い
て
、
こ
の
事
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
金
平
物
も

元
禄
頃
ま
で
作
品
を
残
す
が
、
そ
の
人
物
関
係
等
は
こ
の
時
期
の
連
作
が
作
り

出
し
た
も
の
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
た
と
え
ば

『金
平
恋
之
山
入
』
と
い

っ
た
曲
を
語
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
万
治
頃
の
連
作
が
金
平
物
の
枠
組
を
決
め

て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。

ま
た
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
頃
に
な

っ
て
長
篇
軍
記
物
が
次
々
と
出

版
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
曽
我
物
の
よ
う
に
別
々
の
曲
と
し
て
語
ら
れ

て
い
た
も
の
も
、
ま
た
元
の
明
暦
頃
の
本
文
を
持
つ
七
巻
形
式
で
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
連
作
物
の
流
れ
と
い
う
の
は
、
底
流
と
し
て
流
れ
続
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
勿
論
そ
れ
ら
は
読
本
と
い
う
形
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、

そ
う
し
た
長
篇
軍
記
物
の
出
版
が
元
禄
期
に
ブ
ー
ム
に
な
る
背
景
に
は
、
こ
れ

ら
の
作
品
が
歴
史
的
事
件
の
時
代
背
景
や
人
物
関
係
を
明
確
に
し
な
が
ら
大
き

な
状
況
全
体
を
語
る
と
い
う
事
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
禄
期
の
浄
瑠

璃
界
は
、
改
め
て
そ
う
し
た
全
体
の
状
況
を
語
る
も
の
を
必
要
と
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
浄
瑠
璃
は
ま
た

一
つ
の
大
き
な
転
機
を
む
か
え
て
、
連
作

物
が
語

っ
て
い
た
大
状
況
の
枠
組
の
元
で
、
新
た
な
展
開
を
み
せ
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

明
暦

。
万
治
頃
の
連
作
物
浄
瑠
璃
は
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
事
件
の
大
状
況

を
語

っ
て
い
た
。
金
平
物
が
画
期
的
な
作
品
と
で
き
る
理
由
の
一
つ
も
、
こ
う

し
た
大
状
況
を
浄
瑠
璃
自
ら
が
語
り
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
で
こ
の
よ

う
に
時
代
背
景
や
人
物
関
係
と
い
う
大
状
況
の
枠
組
を
語
る
と
い
う
事
は
、
後

の
浄
瑠
璃
の
展
開
に
も

一
つ
の
大
き
な
方
向
性
を
与
え
る
も
の
に
な

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
後
の
劇
書
に
い
う
Ａ
世
界
Ｖ
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
す
る
間

題
が
、
こ
の
時
期
の
連
作
物
浄
瑠
璃
に
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

（追
記
）

本
稿
は
明
暦

・
万
治
頃
の
連
作
物
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
の
二
部
作
の
第

一
部
で
あ
る
。
第

二
部
は
、
金
平
浄
瑠
璃
を
連
作
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
第

一
部
で
あ

る
本
稿
と
も
絡
ん
だ
問
題
も
数
多
い
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注（注
１
）

金
平
浄
瑠
璃
が
流
行
し
た
因
を
、
明
暦
大
火
前
後
の
江
戸
の
気
風
と
関
連
付

け
て
考
え
よ
う
と
す
る
事
は
、
黒
木
勘
蔵
氏
の

『浄
瑠
璃
史
』
以
来
、
水
谷
不
倒
氏

『新
修
絵
入
浄
瑠
璃
史
』、
若
月
保
治
氏

『古
浄
瑠
璃
の
研
究
』、
角
田
一
郎
氏

「岩

波
講
座
。
日
本
文
学
史
・
古
浄
瑠
璃
」、
更
に
室
木
弥
太
郎
氏
の

『語
り
物

（舞
ｏ
説

経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』
等
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

（注
２
）

安
田
富
貴
子
氏

「明
暦
。
万
治
頃
の
京
都
」
∩
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
六

所
収
）
は
、
こ
の
頃
の
大
夫
の
動
向
に
関
し
て
詳
細
な
論
考
で
あ
る
。

（注
３
）

安
田
富
貴
子
氏

「近
世
受
領
考
」
∩
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
六
　
所
収
）
に

よ
る
と
、
上
方
で
は
大
和
少
嫁
・
山
城
塚
・
上
総
少
塚
・
出
羽
嫁
が
揃
っ
て
明
暦
四

年
に
受
領
し
、
江
戸
で
は
明
暦
二
年
に
長
門
嫁
、
万
治
四
年
に
肥
前
嫁
、
寛
文
二
年
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に
丹
波
少
稼

（和
泉
太
夫
）
が
受
領
し
て
い
る
。

（注
４
）

室
木
弥
太
郎
氏

「和
泉
太
夫
時
代
の
江
戸
の
四
天
王
物
」
上
・
下
令
国
語
と

国
文
学
」
昭
和
三
十
七
年
七
月
・
八
月
）、
同
氏
前
掲
書
及
び
同
氏
編
の
『金
平
浄
瑠

璃
正
本
集
』
（全
三
巻
）
の
解
題
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（注
５
）

麻
原
美
子
氏

『幸
若
舞
曲
考
」
・
山
下
宏
明
氏

『
軍
記
物
語
の
方
法
』
等

（注
６
）

「鵬
鵡
ケ
柚
」
（正
徳
元
年
刊
）
は
五
部
の
本
節
の
一
つ
と
し
て

「五
輪
く
だ

き
」
を
挙
げ
る
。
寛
永
の
女
大
夫
六
字
南
無
右
衛
間
が
語
っ
た

「や
し
ま
」
に
は
こ

の
五
輪
砕
き
の
部
分
が
入
っ
て
い
る
。
ま
た
慶
安
四
年
刊
の
官
内
正
本

『
ふ
き
あ
け

ひ
て
ひ
ら
』
も
独
立
し
た
一
山
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（注
７
）

昭
和
五
十
七
年
七
月
の
演
劇
研
究
会
例
会
で
、
所
蔵
省
で
あ
る
信
多
純

一
氏

よ
り
以
下
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

義
経
記
四
之
巻

（外
題

「鳴
唯
開
吉
野
合
戦
し

ｏ
半
紙
本

一
冊
　
十
六
行
十
六
丁
　
（巻
末
欠
丁
あ
り
。
内
容
か
ら
考
え
て
一
丁

半
か
ら
二
丁
欠
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。）

ｏ
元
題
策
が
残
っ
て
い
る
。
下
部
は
破
れ
で
読
め
な
い
が
、
八
文
字
屋
板
の
『義

経
記
初
巻
』
の
題
螢
と
同
じ
型
式
で
あ
る
。
上
の
方
に

「義
経
記
」
四
日
目
」

と
二
行
。
界
線
を
お
い
て

里
口野
合
□
」
と
あ
り
、
そ
の
左
側
に

「天
下
一
大

和
少
嫁
藤
原
□
則
」
と
あ
る
。
そ
の
下
は
破
れ
で
読
め
な
い
が
、
左
側
に

「九

兵
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く

「二
条
通
」
正
本
屋

「九
兵
衛
」
と
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
、
山
本
板
で
あ
っ
た
事
が
分
る
。

ｏ
段
数
は
五
段
か
。
土
佐
少
稼
本
の
三
・
四
段
が
第
三
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
各
段
に
は
章
題
が
付
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
土
佐
少
稼
本
の
題
接
に

書
か
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

ｏ
水
谷
不
倒
氏
が
か
つ
て
所
蔵
さ
れ
、
後
に
松
廼
舎
文
庫
に
譲
さ
れ
た
本
に
、
万

治
三
年
極
月
、
山
本
九
兵
衛
板
の

「義
経
記
三
・
四
ノ
巻
」
二
冊
が
あ
っ
た
事

が
記
録
さ
れ
て
い
る
令
浄
瑠
璃
絵
入
本
所
在
日
録
し
。
信
多
本
の

「義
経
記
四

之
巻
」
は
巻
末
欠
丁
の
為
に
刊
記
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
水
谷
氏
の
記

録
か
ら
こ
の
山
本
板
の
刊
行
は
万
治
三
年
極
月
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（注
８
）

和
歌
山
大
学
経
済
学
部
　
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
蔵
。
安
田
富
貴
子
氏

は
こ
の
文
書
を
中
心
に
し
て

「紀
州
和
歌
山
宇
治
の
産

・
宇
治
加
賀
塚
の
世
界
」

∩
橘
女
子
大
学
紀
要
１０
号
し
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
土
田
衛
氏

に
よ
り
昭
和
五
十
八
年
八
月
の
演
劇
研
究
会
例
会
で
こ
の
文
書
が
紹
介
さ
れ
、
特
に

『
家
乗
』
の
芸
能
記
事
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
整
理
報
告
が
な
さ
れ
た
。

（注
９
〉

島
津
久
基
氏

「義
経
伝
記
と
文
学
」
。
岡
見
正
雄
氏
　
岩
波
大
系

「義
経
記
」

解
説
な
ど

（注
１０
）

「古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
　
解
題
で
横
山
重
氏
は
薩
摩
太
夫
を

「大
さ
つ

ま
」
と

「小
さ
つ
ま
」
の
二
系
に
分
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
安
田
氏
も
（注
２
）

の
論
考
の
中
で
、
こ
の
問
題
を
更
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（注
１１
）

安
田
富
貴
子
氏

「
ハ
パ
ー
ド
・
エ
ン
チ
ン
図
書
館
蔵
『
阿
部
鬼
若
丸
』
紹
介
」

令
国
語
国
文
」
昭
和
五
十
五
年
八
月
）

（注
１２
）

大
和
少
塚
が
奥
州
攻
め
関
係
の
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
事
は
、
彼
の
正
本
と
し
て

『阿
部
鬼
若
九
』
が
現
存
す
る
他
に
、

「古
播
磨
風
筑
後
丸
』
に

「八
幡
太
郎
印
揃

へ
」
の
景
事
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。

（注
１３
）

「公
平
た
ん
じ
や
う
き
』
の
初
段
に
は

「後
就
競
、
八
臨
殿
の
徘
代ょ
ま
で
に
、

三
国
無
双
の
強
物
、
坂
田
兵
庫
守
金
平
と
は
、
此
若
が
事
也
き
」
と
あ
り
、
金
平
の

名
や
、
そ
の
活
躍
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
分
る
。

（注
１４
）

安
田
富
貴
子
氏
（注
２
）
の
論
文
参
照
。
「諸
式
留
帳
」
に
、
万
治
二
年
五
月
に

薩
摩
太
夫

（大
薩
摩
と
も
あ
る
）
が
京
の
二
条
河
原
で
興
行
し
た
記
事
が
あ
る
と
い

（注
１５
）

景
政
に
つ
い
て
語
る
浄
瑠
璃
も
既
に
万
治
頃
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

「大
和
守

日
記
』
に

「か
げ
政
」
の
書
名
が
み
え
る
。
現
存
本
と
し
て
は
後
の
も
の
で
あ
る
が

『
か
け
正
い
か
づ
ち
も
ん
た
う
』
が
あ
り
、　
こ
れ
の
上
方
板
の
『
い
か
つ
ち
論
』
も

あ

る

。
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