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創

成

期

の
金

平

浄

瑠

璃

―
―
金
平
誕
生
期
の
連
作
物
の
競
演
―
―

一

金
平
浄
瑠
璃
は
、
浄
瑠
璃
史
上
初
の
創
作
と
呼
び
得
る
作
品
で
あ

っ
た
と
共

に
、
戯
曲
内
容
の
面
に
お
い
て
も
新
生
面
を
切
り
開
い
た
も
の
と
し
て
、
従
来

の
古
浄
瑠
璃
史
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
て
き
た
。
が
、
こ
の
金
平
浄
瑠
璃
が
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
た
か
と
い
う
事
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
十
分

明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

こ
の
金
平
浄
瑠
璃
成
立
の
問
題
に
関
し
て
、
先
に

「金
平
浄
瑠
璃
成
立
の
基

盤
」
と
題
す
る
拙
稿
を
発
表
し
た

（呈
田文
」
第
四
十
三
輯
）。
金
平
物
の
成
立
を

当
時
の
浄
瑠
璃
界
の
動
向
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
連
作
物

の
浄
瑠
璃
に
注
目
し
、
こ
の
連
作
物
の
流
行
が
金
平
物
を
生
み
出
す

一
つ
の
基

盤
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。
そ
の
際
、
金
平
物
が
連
作
と
し
て
作
ら

れ
た
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
結
論
だ
け
を
用
い
る
に
留
ま
り
、
連
作
の
具
体
的

な
実
態
に
つ
い
て
は
殆
ど
ふ
れ
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
金
平
物
が
他

の
連
作
物
と
異
な
り
、
創
作
性
と
い
う
新
た
な
側
面
を
持
つ
事
か
ら
、
詳
細
な

検
討
を
必
要
と
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
別
に
発
表
の
用
意
が
あ
る
事
を

予
告
し
て
お
い
た
。

秋

本

鈴

史

本
稿
は
こ
の
連
作
問
題
を
中
心
に
、
創
成
期
の
金
平
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
金
平
等
の
子
四
天
王
が
登
場
す
る
前
後
の

時
代
を
問
題
と
し
た
い
。
が
、
先
稿
で
も
述
べ
た
様
に
、
金
平
物
が
連
作
と
し

て
語
り
出
さ
れ
た
と
い
う
事
自
体
は
、
既
に
室
木
弥
太
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
の
室
木
氏
の
論
は
、
金
平
物
の
創
作
法
に
関
す
る
唯

一
の
指
摘
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
検
討
さ
れ
る
事
の
な
い
ま
ま
現
在

に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
正
本
や
資
料
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
事
も

あ
ろ
う
が
、
連
作
と
い
う
事
に
関
し
て
、

「要
す
る
に
観
客
の
好
み
に
対
応
し

た
工
夫
」
合
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
解
題
）と
い
う
程
度
で
済
ま
さ
れ
、
あ
ま
り

関
心
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
為
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
し
か
し
今
、
金
平
等

の
連
作
問
題
も
、
先
稿
で
述
べ
た
当
時
の
浄
瑠
璃
界
全
体
の
動
向
と
関
連
付
け

て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

従
来
の
金
平
浄
瑠
璃
論
の
多
く
は
、
代
表
的
な
作
品
の
戯
曲
構
造
の
分
析
を

通
し
て
画
期
性
を
論
じ
る
と
い
う
や
り
方
を
と

っ
て
き
て
い
る
が
、
金
平
物
と

い
う
作
品
品
群
全
体
の
輪
郭
や
、
そ
れ
と
当
時
の
他
の
浄
瑠
璃
と
の
関
係
と
い

っ
た
事
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
連
作
と
い
う
観
点
か
ら

の
考
察
に
よ
っ
て
、
金
平
物
の
全
体
像
を
提
示
す
る
と
共
に
、
改
め
て
古
浄
瑠

"



璃
史
の
中
で
の
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
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
二
部
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
稿
も
併
せ
て
参
照
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二

親
四
天
王
物
も
含
め
た
広
義
の
金
平
物
の
連
作
に
つ
い
て
、
室
木
弥
太
郎
氏

は
次
の
様
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
（呈
”り
物
（舞
ｏ
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）の
研
究
し

和
泉
太
夫
時
代
の
彼
は
、

「清
原
右
大
将
」
か
ら

「金
平
さ
い
ご
」

に
至
る

ま
で
、
四
天
王
物
あ
る
い
は
金
平
物
に
相
当
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
矢
継
早
に
発

表
し
た
。
明
暦
三
年
貧

六
五
七
）頃
か
ら
寛
文
二
年
盆

六
六
二
）
七
月
迄
に

至
る
約
五
年
間
で
あ
る
。

親
四
天
王
の
由
来
か
ら
、
子
四
天
王
時
代
に
移
り
、
遂
に
は
金
平
が
死
ん
で

し
ま
う
迄
が
、
比
較
的
短
期
間
の
内
に
、
江
戸
の
和
泉
太
夫
に
よ
っ
て
語
ら
れ

た
と
す
る
の
が
室
木
氏
の
論
の
主
旨
で
あ
る
。
ま
た
作
品
相
互
の
具
体
的
な
関

係
に
つ
い
て
は

『金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』
の
解
題
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
こ
う
し
た
連
作
関
係
を
正
本
の
詞
章
内
容
の
関
係
か
ら
決
定
さ
れ
た
。

一
般
に
金
平
浄
瑠
璃
で
は

一
作
品
内
で
物
語
が
完
結
し
、
そ
の
内
容
も
類
型
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
「以
前
に
こ
う
し
た
坂
乱
事
件
が

あ

っ
た
」
と
い
う
形
で

先
行
作
の
内
容
に
ふ
れ
る
事
が
あ
り
、
そ
れ
で
作
品
の
順
序
を
決
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
順
序
を
決
め
る
根
拠
と
さ
れ
た
現

存
正
本
の
刊
行
時
期
で
あ
る
。
そ
の
正
本
が
連
作
当
時
の
本
で
な
く
、
後
の
時

代
の
刊
行
に
な
る
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
室
木
氏
は
別
の
根
拠
と
し
て
、

『松

平
大
和
守
日
記
』
の
万
治
四
年
二
月
十
三
日
の
条
の
浄
瑠
璃
草
子
列
記
を
挙
げ

ら
れ
た
。
後
の
刊
行
に
な
る
現
存
本
の
題
名
が
、
浄
瑠
璃
本
列
記
の
中
の
も
の

に
一
致
す
る
か
、
類
似
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
本
の
元
版
が
万
治
四
年
二
月
以
前

に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
残
る
間

題
は
、
後
の
刊
行
に
な
る
現
存
本
の
詞
章
内
容
が
、
万
治
頃
の
元
版
と
同

一
と

い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
連
作
全
体
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

ど
の
作
品
が
当
時
連
作
と
し
て
語
ら
れ
た
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し

も
十
分
に
は
確
定
し
得
な
い
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
室
木
氏
も
、
後
に
自
身

の
考
え
に
一
部
修
正
を
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
こ
う
し
た

（
１
）

点
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
連
作
説
に
は
、
最
も
基
礎
的
な
と
こ
ろ
に
問

題
を
残
し
て
い
る
事
に
な
る
が
、
当
時
の
正
本
の
多
く
が
失
な
わ
れ
た
現
在
、

こ
れ
を
直
ち
に
解
決
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
金
平
物
の
連

作
に
は
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
事
を
念
頭
に
お
い
て
、
ま
ず
現
在
残
る
正
本
、

特
に
連
作
と
さ
れ
て
い
る
正
本
の
詳
細
な
再
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
ど
の
作
品
が
連
作
と
し
て
語
ら
れ
た
の
か
を
整
理
し
、
連
作

と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
実
態
を
解
明
し
て
い
く
事
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
も
改

め
て
考
え
て
い
く
事
に
し
た
い
。

こ
う
し
た
再
検
討
を
行
う
際
、
本
稿
で
は
特
に
子
四
天
王
の
名
称
の
相
違
と

い
う
事
を
問
題
と
す
る
。
以
前
よ
り
子
四
天
王
の
名
が
作
品
に
よ
っ
て
相
違
す

る
事
に
は
気
付
か
れ
て
い
た
様
で
あ
る
が
、

「子
四
天
王
は
当
時
の
創
作
で
あ

る
か
ら
、
名
称
が
ま
ち
ま
ち
に
な
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
宍
室
木
氏
。前
掲

書
）
と
さ
れ
る
程
度
で
、　
そ
の
相
違
が
起
こ
る
原
因
や
背
景
に
言
及
さ
れ
る
事

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
子
四
天
王
物
の
連
作
の
内
、
「北
国
落
」
に
続
く
と
さ
れ

た

「紫
野
合
戦
」
の
場
合
を
と
り
上
げ
て
、
子
四
天
王
の
名
称
が
何
故
に
問
題

と
な
る
か
を
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。



「紫
野
合
戦
」
の
伝
本
と
し
て
は
、
次
の
二
本
の
江
戸
板
の
存
在
が
知
ら
れ
て

い
る
。

（甲
）

『
四
天
王
紫
野
合
戦
』

東
大
図
書
館
蔵
　
（『金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』

第
二
所
収
）

（乙
）

『
八
幡
太
郎
誕
生
記
』

原
本
亡
失
力

藤
屋
新
板

（「新
群
書
類
従
』

第
九
所
収
）

こ
の
両
本
は
殆
ど
同

一
内
容
で
あ
り
、
詞
章
も
近
い
。
こ
れ
が

「一
知
落
」
の

濯

一
榔

轟

魏

製

延

異 の ノ、

同
を
補
記
）
で
あ
り
、
こ
の
う
ぢ
ま
す
の
父
、
も
ろ
う
ぢ
の
謀
反
を
内
容
と
す
る

の
が

「北
国
落
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の

「北
国
落
」
に
は
万
治
三
年
六
月
刊
の
江
戸
又
右
衛
門
板
の
和
泉
太
夫

正
本
が
残
る
所
か
ら
、
「紫
野
合
戦
」
も
万
治
三
年
頃
に
語
ら
れ
た
事
が
推
定

さ
れ
て
い
る
。
『大
和
守
日
記
』
に
も

「
む
ら
さ
き
の
合
戦
」
の
書
名
が
み
え
、

そ
の
右
肩
に
は

「き
ん
平
有
」
と
い
う
小
書
ま
で
あ
る
。

さ
て
、
大
筋
で
は
一
致
す
る
両
本
で
あ
る
が
、
部
分
的
に
は
か
な
り
の
異
同

も
み
ら
れ
、
正
本
集
の
解
題
で
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
が
、
内
容
の
違
い
が

論
じ
ら
れ
て
も
、
子
四
天
王
の
名
称
の
相
違
に
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

両
本
共
に
冒
頭
部
に
登
場
人
物
が
紹
介
さ
れ
、
主
君
の
源
頼
義
以
下
四
天
王
等

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
甲
本
に
は

一
部
破
れ
で
読
め
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

他
の
箇
所
で
補

っ
て
そ
の
名
称
を
比
較
し
て
み
る
（上
が
甲
本
、
下
が
乙
本
）
。

三
田
測
氏じ
左さ
衛へ
醜
鵡
縦
　
　
一二み
鴎
像
瑞
太
夫
竹
縮

嫌
田た寒
曖
鋭
平
　
　
　
　
　
坂
田
兵
廟
割
金
平

Ｒ
乱
茂
雄
京
税
　
　
　
　
　
Ｒ
鶏
概
少
輌
対
宗

碑
為
鵬
散
左
衛
門
難
尉
　
　
縛
湯
聟
摯
貞
詰

礎
井、、■
人り武む撲
鷹
嗽
　
　
　
平
九
瀧
栽

そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
名
に
も
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
名
前
だ
け
を
比
べ
て
も
五

人
の
内
、
三
人
の
名
が
異
な
る
。
渡
辺
綱
と
坂
田
金
時
の
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
武

綱

・
金
平
と
あ
り
共
通
す
る
が
、
（表
記
の
上
で
は

「竹
つ
な
」
や

「公
平
」
と
も

記
さ
れ
る
が
）、
卜
部
末
武
、
碓
氷
貞
光
、
そ
れ
に

一
人
武
者
平
井
保
昌
の
子
供

の
名
前
が
揃

っ
て
違

っ
て
い
る
。
こ
の
両
本
の
名
称
の
相
違
を
区
別
す
る
便
宜

上
、
卜
部
末
武
の
子
の
名
を
使

っ
て
甲
本
系
を

「末
春
糸
」、　
乙
本
系
を

「末

宗
系
」
と
呼
ん
で
お
く
。

ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
二
本
の
間
で
、
人
物
の
名
称
に
ど
う
し
て
こ
の
様
な

嘲
雄
赫
れ
、
勧
れ
¨
肇
れ
出
”
わ
が
Ｍ
疎
れ
た
】
い
脚
報
け
い
れ
】

な
＾
ヵ、

一
、
ぃ

役
の
名
前
の
相
違
な
ど
は
後
の
時
代
に
は
起
こ
り
う
る
小
異
と
さ
れ
た
為
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
甲
本
で
は
全
篇
に
わ
た

っ
て

「末
春
系
」
の
名

称
を
用
い
な
が
ら
も
、　
一
箇
所
だ
け

「す
へ
は
る
」
と
あ
る
べ
き
名
を

「す
ヘ

む
ね
」
と
記
す
と
い
う
混
乱
を
み
せ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
改
め
て
子
四
天
王
の
名
に
注
目
し
て
金
平
浄
瑠
璃
を
見
直
す
と
、

「紫
野
合
戦
」
に
み
ら
れ
た
名
称
の
系
統
的
な
相
違
が
、
子
四
天
王
が
初
め
て

作
り
出
さ
れ
る
頃
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
事
が
判
る
。

子
四
天
王
が
登
場
す
る
浄
瑠
璃
の
中
で
、
刊
年
の
判
明
す
る
最
も
古
い
正
本

は
、
万
治
二
年
七
月
、
江
戸
通
油
町
伊
勢
屋
板
の

『
四
天
王
む
し
や
執
行
』
で

あ
る
。
こ
の
作
品
で
の
子
四
天
王
の
名
を
み
て
み
る
と
、
源
次
郎

・
金
平

・
末

春

・
貞
景

。
一
人
武
者
と
あ
り
、
こ
れ
は

「紫
野
合
戦
」
の
甲
本
で
み
た

「末

春
系
」
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。

こ
の
本
の
刊
行
か
ら
八
ケ
月
後
の
万
治
三
年
三
月
、
上
方
で
二
種
の
四
天
王



物
が
刊
行
さ
れ
る
。
山
本
九
兵
衛
板
の
井
上
大
和
少
稼
正
本

『
公
平
末
春
い
く

（継
％
れ
サ

『
と

」
毎
議
獅
硼
「
¨
押
嚇
岬
卿
薇
け
淋

意 『
】
れ
な
っ
岬
騨

。 ち
針
｝

。 ぁ

末
春

。
貞
景

・
保
明
と
あ
り
、
こ
れ
は

『
む
し
や
執
行
』
と
同
じ

「末
春
系
」

で
あ
る
事
が
判
る
。

ま
た

『
て
ん
ぐ
の
は
う
ち
』
の
方
を
み
る
と
、
武
綱

。
金
吉

・
末
重
と
あ
り
、

こ
れ
は
金
平
の
名
を

「金
吉
」
と
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
別
系
統
と
考
え
ら
れ
、

従
来
か
ら
も
区
別
さ
れ
て
き
て
い
る
。

一
応
こ
の
系
統
も
末
武
の
子
の
名
を
使

っ
て
区
別
す
る
事
に
し
、
「末
重
系
」
と
呼
ん
で
お
く
。

更
に

『
い
く
さ
ろ
ん
』
等
の
刊
行
か
ら
三
ケ
月
後
、
江
戸
で

『北
国
落
』
が

刊
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
和
泉
太
夫
正
本
で
あ
り
、
子
四
天
王

動̈
純呻“輩物御埓郷投ハ功蘇距
。る鋼つ
。でわれ
・。最組
・ろが非詢丼嚇ヽ

こ
れ
は

「紫
野
合
戦
」
の
乙
本
で
み
た

「末
宗
系
」
の
名
称
に
完
全
に
一
致
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
子
四
天
王
が
初
め
て
舞
台
に
現
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
万
治
二
年

七
月
か
ら
、
万
治
三
年
六
月
迄
の
僅
か

一
年
足
ら
ず
の
間
に
、

「紫
野
合
戦
」

で
み
た
二
系
統
を
含
め
、
少
な
く
と
も
三
系
統
の
子
四
天
王
の
名
が
あ

っ
た
事

に
な
る
。
整
理
す
る
と
、

（末
春
系
）

武
綱

。
金
平

・
末
春

・
貞
景

・
保
明

（末
宗
系
）

武
綱

・
金
平

。
末
宗

。
貞
兼

。
清
春

（末
重
系
）

武
綱

。
金
吉

。
末
重

と
い
う
事
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
系
統
の
作
品
相
互
の
内
容
的
な
関
係
を

み
る
と
、
こ
の
名
称
の
相
違
と
い
う
事
が
子
四
天
王
物
の
創
成
に
直
接
関
わ
る

問
題
で
あ
る
事
が
よ
り

一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

『
む
し
や
執
行
』
と

『
い
く
さ
ろ
ん
』
と
は
共
に

「末
春
系
」
の
作
品
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
物
関
係
や
時
代
設
定
の
面
で
は
か
な
り
の
懸
隔
が
み

ら
れ
る
。

『
む
し
や
執
行
』
は
親
四
天
王
か
ら
子
四
天
王
へ
移
る
時
代
を
描
い

て
い
る
の
に
対
し
、
「
い
く
さ
ろ
ん
』
で
は
登
場
し
た
ば
か
り
の
子
四
天
王
の

内
、
既
に
二
人
が
死
ん
で
お
り
、
金
平
も

「今
は
年
た
け
て
」
と
い
う
時
代
を

語

っ
て
い
る
。
『
い
く
さ
ろ
ん
』
と
は
名
前
の
系
統
の
異
な
る
『
て
ん
ぐ
の
は
う

ち
』
を
み
て
も
、
時
代
設
定
や
人
物
関
係
の
面
で
は

『
い
く
さ
ろ
ん
』
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
万
治
三
年
二
月
の
時
点
の
上
方
で
は
子
四
天
王
の

二
人
は
死
ん
で
い
た
事
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
飛
躍
が
あ
り
過
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
間
を
繋
ぐ
浄
瑠
璃
、
例
え
ば
二
人
の
死
を
扱

っ
た
浄
瑠
璃
が

あ

っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
。

そ
し
て
確
か
に
こ
れ
ら
の
間
の
時
代
を
舞
台
に
し
た
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
が

室
木
氏
の
い
わ
れ
る
「北
国
落
」
以
下
の
子
四
天
王
物
の
連
作
で
あ
る
。
「北
国

落
』
で
は

「
五
人
の
若
殿
原
」
が
揃

っ
て
登
場
す
る
上
、
連
作
の
中
に
は

『
い

く
さ
ろ
ん
』
で
は
死
ん
で
い
た
二
人
（貞
光
と
一
人
武
者
の
子
）
の
死
を
語
る
作
品

も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
の
上
で
は
確
か
に
こ
れ
ら
の
作
品
は

『
む
し
や
執
行
』
と

『
い
く
さ
ろ
ん
』
の
間
に
く
る
事
に
な
る
が
、
『北
国
落
』

の
刊
行
は

『
い
く
さ
ろ
ん
』
よ
り
三
ケ
月
も
後
で
あ

っ
た
。
で
は

『北
国
落
』

等
の
作
品
が

『
い
く
さ
ろ
ん
』
よ
り
も
先
に
上
演
さ
れ
て
お
り
、
正
本
の
刊
行

が
逆
に
な

っ
た
だ
け
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
問
題
は
そ
ん
な
に
単
純
で
は
な
い

ら
し
い
。
と
い
う
の
は

『
北
国
落
』
で
の
子
四
天
王
の
名
称
が
『
い
く
さ
ろ
ん
』

と
は
違

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
様
に
み
て
く
る
と
名
称
の
系
統
的
な
相
違
が
、
作
品
の
成
立
順
序
や
連

作
の
時
期
の
問
題
に
も
関
わ

っ
て
く
る
事
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
更
に
考
え
て

い
く
に
は
、
『北
国
落
』
以
下
の
連
作
に
お
い
て
子
四
天
王
の
名
称
が
ど
う
な

っ



て
い
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
『北
国
落
』
に
続
く
と
さ
れ
た

「紫

野
合
戦
」
で
は
、

「末
春
系
」
と

「末
宗
系
」
の
両
系
統
の
本
が
共
に
伝
存
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

三

子
四
天
王
物
の
連
作
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内
、

『
大
和
守
日
記
』
で
書
名

の
確
認
で
き
る

「武
綱
さ
い
ご
」
ま
で
に
つ
い
て
、
そ
の
現
存
本
と
考
え
ら
れ

て
い
る
も
の
を
、
登
場
人
物
名
に
注
意
し
て
整
理
し
て
み
た
。
そ
の
人
物
関
係

を
ま
と
め
た
の
が
次
の

〔表
〕
で
あ
る
。

先
述
し
社
録
に
、
万
治
の
連
作
当
時
の
正
本
は

『北
国
落
』
以
外
に
は
殆
ど

残

っ
て
お
ら
ず
、
今
検
討
し
て
い
る
本
の
中
に
は
、
連
作
時
か
ら
約
三
十
年
以

上
も
後
の
貞
享
や
元
禄
の
頃
に
刊
行
さ
れ
た
本
も
含
ま
れ
て
お
り
、
江
戸
板
と

上
方
板
も
混
在
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
正
本
も
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み

る
と
、
内
容
面
で
の
連
続
性
は
も
と
よ
り
、
人
物
関
係
の
面
で
も
緊
密
な
連
関

性
を
も

っ
て
い
る
事
が
判

っ
て
き
た
。

一
部
に
現
在
み
る
事
の
で
き
な
い
作
品

も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
内
容
の
作
品
が

一
連
の
連
作
物
と
し
て
、

万
治
頃
に
語
ら
れ
て
い
た
と

一
応
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

スつ
。そ

し
て
こ
の
連
作
で
の
子
四
天
王
の
名
称
は
、

『北
国
落
』
と
同
じ

「末
宗

系
」
の
一
系
統
で
あ

っ
た
ら
し
い
事
も
判

っ
て
き
た
。
連
作
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
間
に
、
登
場
人
物
の
名
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と

「紫
野
合
戦
」
の
場
合
に
お
い
て
も
、

「末
宗
系
」
の
乙
本
の
方

（
５
）

が
よ
り
連
作
時
の
も
の
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

〔表
〕
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
こ
の
連
作
で
は
子
四
天
王
達
が
次
々
と
討
死
し
、

武
綱
さ
い
こ

天
狗も

ん
た
う

や
は
ぎ

か
つ
せ
ん

ち
り
や
く

も
ん
だ
う

た
け
ち
合
戦

む
ら
さ
き
の

ヘ
ロ
疫供

北
　
国
　
落

大
和
守
日
記

武
綱
さ
い
ご

よ
り
ち
か

二
ど
の
ぎ
や
く
し
ん

や
は
ぎ
合
戦

こ[
くべ

打

武

知

合

戦

メ

帽

沐

劇

誕
生

記

北
　
国
　
落

現

存

本

頼く
義

翡

頼

義

頼

義

頼

義
軋
義
　
　
↑

一
義
―遷
響

頼

義
主
　

　

君

武
綱
―
武
春

①

　

武
満

武
綱

武
綱

武
綱

武

綱

武

綱
武

綱

四
　
　
天
　
　
王

金
平

旦
入
政

金
・平

金
平

金
平

金
平

金
平
・宣
ネ
政

金

平

十鎗
至
（貞
兼）―
¨
貞
春

（
Ｓ

末

宗

末

宗

末

宗

末

宗
子
四
天
王

・
孫
四
天
王
）

（串”議”）

貞

春

貞
兼
　
　
　
一

貞
兼

貞

兼

貞

兼

清

氏

清

氏

諄
私
）―
靖
氏

一ズ
武
者

０

清
春

一
人
武
者

清
春

武
知
　
一二
浦

民ヽ
三
浦

武
知
　
〓
一浦

武
知
　
一二
浦

武
知
　
一二
浦

三

浦

武
知

上
二
浦

か
み
は

りヽ

と
き
か

つ

野

究
穀

当
親 翁

そ

ご広
う田
せ入
ん道

川
渥

』
小
一
机

う子

ξエ
す

櫛
ろ
う
ぢ

叛
　
乱
　
者



そ
れ
に
変

っ
て
登
場
し
て
き
た
孫
四
天
王
の
中
に
も
死
ぬ
者
が
で
て
く
る
。
そ

し
て
こ
の
様
に
次
々
と
死
ぬ
人
物
が
、
名
称
に
相
違
が
あ
る
と
し
て
今
問
題
に

し
て
い
る
人
物
達
で
あ
る
。
従
来
は
こ
れ
ら
の
人
物
は
脇
役
と
い
う
事
で
問
題

に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
連
作
と
い
う
立
場
で
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

人
物
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
連
作
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
達
を
次
々
と
殺
し
て
い
く
事

で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば

「
た
け
ち
合
戦
」
と

「
ち
り
や
く
間
答
」
（共
に
『大
和
守
日
記
』
の
書

名
）
は
、
子
四
天
王
の
一
人
で
あ
る

一
人
武
者
の
死
を
中
心
と
し
た
続
き
物
に

な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
た
け
ち
合
戦
』
は
、
九
州
で
の
川
瀬
蔵
人
宗

廟
も
囃
師
は
「
れ
″
蒔
詢
』
¨
樹
『
廟
は
が

つ 立
』

一 上
が
』
姜
浸
一
詢
酵
は
詢
肺

の
為
に
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
続
篇
と
さ
れ
る

「
ち
り
や
く
間
答
」
の
現
存
本

『
わ
た
な
べ
ち
り
や
く
打
』
（寛
文
五
年
・
八
文
字
屋
板
）
の
初
段
冒
頭
で
は
、
宗

親
の
乱
の
終
結
が
語
ら
れ
る
が
、
宗
親
は
こ
の
後
公
卿
に
命
を
助
け
ら
れ
、
そ

の
時
謀
反
を
起
こ
し
た
広
日
入
道
に
一
味
す
る
。
そ
こ
で
残

っ
た
子
四
天
王
達

は
苦
難
の
末
、　
一
人
武
者
の
敵
と
こ
の
宗
親
を
討
ち
果
た
す
の
で
あ
る
。
従

っ

て

『
わ
た
な
べ
ち
り
や
く
打
』
は
一
人
武
者
の
弔
合
戦
に
な

っ
て
い
る
と
も
い

え
る
。
但
し
こ
の
一
人
武
者
も

「
た
け
ち
合
戦
」
の
先
行
作
で
あ
る
「北
国
落
」

や

「紫
野
合
戦
」
で
は
、
目
立

っ
た
活
躍
も
し
な
い
脇
役
で
あ

っ
た
。

金
平
浄
瑠
璃
で
は
一
般
に
、
戯
曲
内
容
の
面
で
い
つ
も
中
心
と
な
る
の
は
武

綱
と
金
平
の
二
人
で
あ
る
。
智
の
武
綱

・
勇
の
金
平
の
対
立
蔦
藤
と
い
う
事
が

」麻“難いい囀脚嶼れ時“勧』郭ｒあ（こ数『特秤鶏翻岬磁瞳銀嗽囃碑

表
さ
れ
、
役
柄
が
明
確
に
作
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
他
の
子
四
天
王
達
は
、
そ
れ

故
に
先
に
殺
さ
れ
た
と
も
い
え
る
が
、
連
作
は
こ
う
し
た
人
物
の
打
ち
続
く
死

を
め
ぐ

っ
て
展
開
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
後
の
作
品
で
は
武
綱
も
討
死
し
、

更
に
金
平
ま
で
も
を
殺
し
、
遂
に
連
作
も
終
焉
を
む
か
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
作
品

（の
鍵
続
性
と
い
う
事
か
ら
す
れ
ば
、
次
々
と
登
場
し
て
く
る
敵
役

達
も
重
要
で
あ
る
。
川
瀬
宗
親
の
よ
う
に
二
作
品
に
連
続
し
て
登
場
す
る
者
も

お
り
、
「北
国
落
」
と

「紫
野
合
戦
」
の
よ
う
に
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
謀
反

を
起
こ
す
者
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
脇
役
的
な
人
物
が
、

当
時
の
他
の
連
作
物
浄
瑠
璃
に
お
い
て
も
作
品
の
連
続
性
と
い
う
面
で
重
要
な

働
き
を
し
て
い
た
事
は
、
先
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
子
四
天
王

物
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
名
が
作
品
に
よ
っ
て
変
わ
る
事
な
く
、
子

四
天
王
の
名
称
も
連
作
内
で
は
一
系
統
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
事
も
、
連
作
と
し

て
語
ら
れ
て
い
た
当
時
と
し
て
は
む
し
ろ
当
然
の
事
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。さ

て
、
子
四
天
王
物
の
連
作
が
こ
の
よ
う
に

「末
宗
系
」
の
一
系
統
で
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、

「紫
野
合
戦
」
の
甲
本
の
よ
う
な

「末
春
系
」
の
作
品
は
ど
の

よ
う
に
連
作
と
関
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に

「
た
け
ち
合
戦
」
の
続
篇
と
し
て

『
わ
た
な
べ
ち
り
や
く
打
』
が
あ
る

と
述
べ
た
が
、
実
は
も
う

一
つ
別
の
続
篇
が
あ
る
。
そ
れ
が

「末
春
系
」
の
名

称
を
も
つ

『
武
知
三
浦

一
二
の
あ
ら
そ
ひ
』
で
あ
る
。
こ
の
本
は
寛
文
初
年
刊

行
と
推
定
さ
れ
る
上
方
板
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

「
た
け
ち
合
戦
」
の
続
篇
で
あ

る
事
は
、
『
わ
た
な
べ
ち
り
や
く
打
』
と
同
様
初
段
冒
頭
で
川
瀬
宗
親
の
坂
乱

の
終
結
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
判
る
。
但
し
こ
の
作
品
で
は
宗
親
は
す
ぐ
に

首
を
斬
ら
れ
、
そ
の
子
供
で
あ
る
川
瀬
源
太
是
親
が
謀
反
を
起
こ
す
事
を
主
内

容
と
し
て
お
り
、
宗
親
が
生
き
延
び
て
再
び
逆
心
を
企
て
る

『
わ
た
な
べ
ち
り

や
く
打
』
と
は
全
く
別
の
続
篇
と
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て

「
た
け
ち
合
戦
」
の



続
篇
と
し
て
別
の
内
容
の
二
作
品
が
あ
り
、
そ
れ
ら
二
作
品
の
間
で
子
四
天
王

の
名
称
に
系
統
的
な
相
違
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

更
に
武
綱
の
死
を
語
る
作
品
に
も
、
内
容
の
異
な
る
二
つ
の
作
品
が
残
る
。

一
観

美

け
鶴

訂

鮨

饉
譲

静

軋

鍾

¨
義

』
」
響

綱

綱
が
、
備
後
輌
の
浦
で
時
勝
の
郎
党
に
討
た
れ
る
。
も
う

一
つ
の

『き
ん
ひ
ら

だ
朽
れ
れ
の
事
』
で
は
、
金
平
が
主
君
と
争
い
仏
道
修
行
に
出
た
跡
に
、
静
弗

民
部
勝
村
が
都
に
攻
め
上
り
、
こ
れ
を
迎
え
討
ち
に
出
た
武
綱
が
丹
波
境
の
老

の
坂
で
討
死
す
る
の
で
あ
り
、
『武
綱
さ
い
ご
』
と
は
別
の
物
語
に
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
名
称
の
系
統
が
違

っ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
『武
綱
さ
い
ご
』
の
方
に
は
死
ん
だ
子
四
天
王
の
名
が
記
さ
れ
て

な
く
系
統
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
他
の
作
品
と
の
連
関
性
か
ら
考
え
て

「末

宗
系
」
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方

『き
ん
ひ
ら
ど
う
し

ん
の
事
』
の
初
段
に
は
、
「既
に
貞
景
、
末
春
、　
一
人
武
者
二
人
は
打
死
し
て
」

と
あ
り
、
「末
春
系
」
で
あ
る
事
が
判
る
。

ま
た
こ
の
二
つ
の
武
綱
の
死
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
『武
綱
さ
い
ご
』
は

一
連
の
連
作
と
し
て
万
治
四
年
二
月
以
前
に
は
語

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

『き
ん
ひ
ら
ど
う
し
ん
の
事
』
も
万
治
四
年
四
月
頃

に
語
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の

『き
ん
ひ
ら
ど
う
し
ん
の
事
』
に

は
先
行
作
と
し
て

『
公
平
花
だ
ん
や
ふ
り
』
と
い
う
作
品
が
残
り
、
こ
れ
が
万

治
四
年
四
月
に
京
の
鶴
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
存
す

る
こ
の
二
つ
の
正
本
の
板
式
や
挿
絵
の
様
式
が

一
致
す
る
事
は
、
正
本
集
の
解

題
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「末
宗
系
」
と

「末
春
系
」
が

「紫
野
合
戦
」
の

よ
う
に
同

一
内
容
の
作
品
を
も
つ
事
も
あ
る
が
、
内
容
の
異
な
る
続
篇
が
あ
る

場
合
、
名
称
の
系
統
を
異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
現
存
本
を
み
る
限
り
、　
一
連
の
連
作
と
で
き
る
の
は

「末
宗
系
」
の
系
統
で

あ
り
、
「末
春
系
」
の
作
品
で
は
子
四
天
王
物
の
連
作
全
体
を
再
現
で
き
な
い
。

「末
春
系
」
で
は
む
し
ろ

「末
宗
系
」
の
連
作
を
借
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て

独
自
な
作
品
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
例
え
ば

『き
ん
ひ
ら
ど
う
し
ん
の
事
』
に
は
、
頼
光
の
墓
が
紫
野
に
あ
る
事
が
語
ら
れ

る
が

（第
一し
、
こ
れ
は
一
連
の
連
作
の
中
に
入
る

「紫
野
合
戦
」
で
描
か
れ
て

い
た
事
で
あ
る
。
ま
た
末
武
の
子
に
つ
い
て
も

「小
田
原
の
合
戦
に
打
死
せ
し

末
春
」
と
記
さ
れ
る
が

（第
二〇
、
「末
宗
系
」
の
連
作
で
あ
る

「
や
は
ぎ
合
戦
」

で
は
確
か
に
小
日
原
の
合
戦
で
末
武
の
一
子
、
末
宗
が
戦
死
し
て
い
た
。
従

っ

て

『き
ん
ひ
ら
ど
う
し
ん
の
事
』
も
、
少
な
く
と
も

一
連
の
連
作
の
内

「
や
は

ぎ
合
戦
」
ま
で
の
連
作
を
ふ
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

ま
た

「紫
野
合
戦
」
の
よ
う
に

「末
宗
系
」
と
同
内
容
の
作
品
が
作
ら
れ
る
場
合
で

も
、
そ
の
作
品
を
ふ
ま
え
て
別
の
続
篇
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
連
作
と
し
て
語
る
為
、
登
場
人
物
の
名
称
を
統

一
す
る
必
要

が
あ
り
、
同
内
容
で
名
称
を
変
え
た
作
品
も
作

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
事
か
ら
判
断
し
て
、

「末
宗
系
」
と

「末
春
系
」
の
間
で
は
連
作
態

度
に
も
相
違
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。　
一
連
の
連
作
を
語

っ
た
の
は
や
は

り

「末
宗
系
」
で
あ
り
、

「末
春
系
」
は
そ
こ
か
ら
枝
分
れ
す
る
よ
う
に
し
て

作
品
を
作

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

こ
の
章
で
は
こ
う
し
た
子
四
天
王
の
名
称
に
系
統
的
な
相
違
が
起
こ
る
背
景

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
初
期
か
ら
存
在
し
た
三
系
統
の
内
、
今
ま
で



殆
ど
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「末
重
系
」
の
作
品
が
手
掛
り
と
な
る
よ
う
に
思
え

る
。
金
平
の
名
を

「金
吉
」
と
す
る
こ
の

「末
重
系
」
の
正
本
に
は
先
述
し
た

伊
『藤

鰤
脚
郷
け
制

つ 下
潮
鞭
〔
『
わ
れ
章
い
』
い
に
は
ゆ
赫
『
¨
辞
螂
「

あ
（
上

鋤
『

と
す
れ
ば
、
「末
宗
系
」
や

「末
春
系
」
と
い
う
名
称
の
系
統
的
な
相
違
も
、

語

っ
た
太
夫
の
違
い
と
考
え
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
改
め
て
語

っ
た
太
夫
に
注
目
し
て
伝
存
す
る
正
本
を
検
討
し
て
み
た

と
こ
ろ
、

「末
宗
系
」
と
し
た
正
本
で
太
夫
の
判
明
す
る
正
本
は
、
江
戸
の
和

泉
太
夫
と
、
上
方
の
大
和
少
稼
の
二
人
の
も
の
で
あ
る
事
が
判

っ
て
き
た
。
連

作
に
入
る
作
品
で
は
、
「北
国
落
」
「や
は
ぎ
合
戦
」
「天
狗
も
ん
た
う
」
「武
綱

さ
い
こ
」
の
現
存
正
本
に
、
和
泉
太
夫
（丹
波
少
稼
）
の
正
本
が
残
り
、
ま
た

『
わ

た
な
べ
ち
り
や
く
打
』
は
大
和
少
稼
正
本
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
の
連
作
に
は
入

ら
な
い
が

『頼
義
長
久
合
戦
』
（仮
題
・
寛
文
三
年
五
月
頃
）と

『金
平
物
語
』
（寛

文
六
年
正
月
頃
）
も
、
「末
宗
系
」
の
丹
波
少
稼
正
本
で
あ
り
、
『長
久
合
戦
』
の

上
方
板
で
あ
る

『公
平
生
捕
間
答
』
（寛
文
三
年
五
月
）、
及
び
そ
の
続
篇
で
あ
る

『
公
平
か
ぶ
と
ろ
ん
』
（同
年
六
月
）
も

「末
宗
系
」
の
名
称
を
も
つ
上
方
板
で
、

大
和
少
像
正
本
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で

「末
宗
系
」
は
和
泉
太
夫
か
大
和
少
像
の
系
統
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
二
人
の
大
夫
の
関
係
に
つ
い
て
も

「北
国
落
」
の
現
存
本
か

ら
知
る
事
が
で
き
る
。

「北
国
落
」
に
は
万
治
三
年
六
月
刊
の
和
泉
太
夫
正
本

が
残
る
が
、
そ
の
後
の
寛
文
初
年
頃
に
こ
れ
と
同
内
容
で
、

「掛
物
揃
」
を
加

え
る
等

一
部
改
訂
し
た

『
よ
り
よ
し
北
国
落
付
か
け
も
の
そ
ろ
へ
』
が
、
京
の
山

本
九
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
本
に
は
太
夫
名
は
な
い
が
、

『古
播
磨
風

筑
後
丸
』
に
こ
の
作
品
が
入
っ
て
お
り
、
ま
た

『今
昔
操
年
代
記
』
に
も
こ
れ

が
播
磨
像
の
語
り
物
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
大
和
少
嫁
（後
の
壁
層

長り
の
正
本
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

従

っ
て

「北
国
落
」
を
含
め

「末
宗
系
」
の
作
品
は
、
ま
ず
江
戸
で
和
泉
太

夫
が
語
り
、
そ
の
後
上
方
に
入
り
大
和
少
稼
が
語

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
子
四
天
王
物
の
一
連
の
連
作
を
語

っ
た
の
は
和
泉
太
夫

と
い
う
事
に
な
り
、
室
木
氏
が
先
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
事
に
も
符
合
す
る
。

そ
れ
で
は

「末
春
系
」
を
語

っ
た
太
夫
は
誰
か
と
い
う
事
に
な
る
が
、
ま
ず

「末
春
系
」
の
現
存
本
を
整
理
し
て
み
た
い
。

〔江
戸
板
〕

四
天
王
む
し
や
執
行
　
　
　
　
万
治
二
年
七
月

四
天
王
紫
野
合
戦
　
　
　
　
　
寛
文
頃

〔上
方
板
〕

公
平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
　
　
　
万
治
三
年
三
月
　
　
大
和
少
橡

三
田
八
幡
之
由
来
　
　
　
　
　
万
治
三
年
頃

公
平
花
だ
ん
や
ふ
り
　
　
　
　
万
治
四
年
四
月
　
　
虎
屋
小
源
太

き
ん
ひ
ら
ど
う
し
ん
の
事
　
　
万
治
四
年
四
月
頃

武
知
三
浦

一
二
の
あ
ら
そ
ひ
　
寛
文
二
年
頃

公
平
関
や
ふ
り
　
　
　
　
　
　
寛
文
二
年
七
月

渡
辺
綱
三
田
合
戦
　
　
　
　
　
寛
文
三
年
九
月

こ
れ
を
み
る
と

「末
春
系
」
が
万
治
年
間
か
ら
寛
文
初
年
頃
ま
で
の
僅
か
数
年

の
間
に
正
本
が
集
中
し
て
い
る
事
が
判
る
。
ま
た
上
方
板
が
多
い
の
も
特
徴
で

あ
る
が
、
子
四
天
王
物
の
現
在
す
る
初
作
で
あ
る

『
四
天
王
む
し
や
執
行
』
が

江
戸
板
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
で
も
古
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の

「末
春
系
」
に
は
、
和
泉
太
夫
と
確
定
で
き
る
正
本
は

一
本
も
な
い
。

『
四
天
王
む
し
や
執
行
』
に
も
太
夫
名
は
な
い
が
、
こ
れ
も
和
泉
太
夫
の
も
の



で
は
な
い
ら
し
い
。
和
泉
太
夫
の
正
本
は
、
巻
頭
の
内
題
の
あ
る
べ
き
所
に
、

「江
戸
和
泉
太
夫
正
本
也
」
と
大
き
く
記
し
、　
下
に
壷
形
の
印
を
入
れ
る
と
い

う
他
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
つ
が
、

『
む
し
や
執
行
』
に
は
そ
れ
が
な
い

（安
田
富
貴
子
氏

「頴
原
ノ
ー
ト
古
浄
瑠
璃
資
料
抄
し
。

そ
う
な
る
と

「末
春
系
」
を
語

っ
た
の
は
、
や
は
り
和
泉
太
夫
以
外
の
大
夫

で
は
な
い
か
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

「末
春
系
」
の
現
存
本
で
太
夫

名
が
判
明
す
る
の
は
二
人
だ
け
で
あ
る
。

ま
ず

大
和
少
稼

で
あ
る
が
、
彼
は

「末
宗
系
」
の
作
品
も
語

っ
て
い
た
。
こ
の
大
和
少
稼
は
後
の
浄
瑠
璃
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
る
有
力
な
太
夫
で
あ
る
が
、
先
稿
で
も
指
摘
し
た
様
に
、
こ

の
頃
は
金
平
物
以
外
の
浄
瑠
璃
で
も
江
戸
の
作
品
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
語
る
と
い

う
傾
向
が
強
い
。
従

っ
て

「末
春
系
」
を
語
り
初
め
た
太
夫
と
し
て
は
、
彼
の

名
を
あ
げ
る
事
は
で
き
な
い
事
に
な
る
。

残
る

一
人
の
虎
屋
小
源
太
を
手
掛
り
と
す
る
以
外
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

彼
は
万
治
四
年
頃
に
上
方
で

『
公
平
花
だ
ん
や
ふ
り
』
等
を
語

っ
た
太
夫
で
あ

り
、
そ
の
連
作
が
和
泉
太
夫
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
連
の
連
作
と
は
内
容
を

別
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
水
谷
不
倒
氏
の
記
録
今
浄
瑠
璃
絵
入
本
所
在
日

録
し

に
、
小
源
太
夫
の
正
本
と
し
て

『
四
天
王
や
は
ぎ
合
戦
』
が
あ

っ
た
事
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
が
京
版
と
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
こ
の
頃
に
小
源
太

夫
が

「
や
は
ぎ
合
戦
」
も
含
む
連
作
物
を
、
上
方
で
上
演
し
た
可
能
性
も
あ
（和
″

そ
こ
で
こ
の
虎
屋
小
源
太
夫
が

「末
春
系
」
の
太
夫
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
太
夫
の
詳
細
は
よ
く
判
ら
な
い
。
先
学
の
指
摘
さ
れ
て

（
‐２
）

い
る
事
も
参
考
に
し
て
整
理
す
れ
ば
、
田
薩
摩
浄
雲
系
の
江
戸
の
太
夫
で
、
虎

屋
源
太
夫
の
弟
子
で
は
な
い
か
と
い
う
事
、
②
こ
の
太
夫
が
後
に
永
閑
と
称
す

る
太
夫
で
は
な
い
か
と
い
う
事
、
０
永
閑
の
名
が
み
え
る
の
は
今
の
所
寛
文
九

年
が
最
初
で
あ
る
か
ら
、
小
源
太
夫
の
名
は
そ
れ
以
前
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
事
、
０
虎
屋
永
閑
の
弟
子
に
も
小
源
太
夫
と
い
う
太
夫
が
い
る
が
、

こ
れ
は
今
問
題
に
し
て
い
る
小
源
太
夫
と
は
別
人
で
、
永
閑
が
自
分
の
前
名
を

弟
子
に
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
、
等
と
な
る
。

こ
う
し
た
事
を
ふ
ま
え
て
、

「末
春
系
」
を
語

っ
た
の
が
小
源
太
夫
も
含
め

た
虎
屋
源
太
夫
系
で
は
な
い
か
と
考
え
る
事
の
で
き
る
手
掛
り
が
別
に
も
う

一

つ
あ
る
。
そ
れ
は
親
四
天
王
時
代
の
浄
瑠
璃

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
現
在
本
と
し
て
は
元
禄
初
年
の
再
刻
本
が
残
る
だ
け
で
あ
る
が
、

『大
和
守
日
記
』
に
も
書
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
元
版
は
万
治
頃
の

刊
行
で
、
外
題
は

「
四
天
王
頼
光
勇
力
壽
」

で
虎
屋
源
太
夫
正
本
で
あ

っ
た
事

が
推
定
さ
れ
て
い
る
∩
金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
解
題
）。

と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
こ
れ
が
四
天
王
物
の
噌
矢
と

さ
れ
る
明
暦
四
年
刊
の

『
う
ぢ
の
ひ
め
き
り
』
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
事
に

気
付
く
。
題
名
に
関
係
す
る
初
段
の
内
容
や
、
坂
乱
者
の
名
前
等
に
相
違
が
み

ら
れ
、
詞
章
も
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
事
件
の
展
開
、
人
物
の
関
係
等
は
殆
ど

一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
東
国
で
坂
乱
が
起
き
、
頼
光
や
四
天
王
等
が
討
伐

に
向
う
が
、
そ
の
留
守
の
間
に
都
で
も
坂
乱
が
起
こ
り
、
頼
光
の
奮
戦
に
も
関

わ
ら
ず
帝
が
捕
え
ら
れ
る
。
東
国
の
乱
を
鎮
圧
し
た
四
天
王
達
は
帰
洛
途
上
で

都
で
の
反
乱
を
知
る
が
、
兵
達
が
逃
亡
し
て
し
ま
う
。
都
で
は
帝
が
殺
さ
れ
よ

う
と
す
る
が
、
頼
光
等
が
危
う
く
救
出
し
、
坂
乱
軍
と
戦
い
遂
に
勝
利
を
お
さ

め
る
。
こ
う
し
た
物
語
展
開
が
二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
。
金
平
浄
瑠
璃
が
類

型
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
程
ま
で
に
筋
立
て
が
同

一
に
な
る
こ
と
は
他

に
み
ら
れ
な
い
。

ま
た

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
に
は
続
篇
と
し
て

『渡
邊
が
ん
ぜ
き
割
』
と
い

う
作
品
が
あ
り
、
こ
の
現
存
本
が
挿
絵
や
板
式
か
ら
み
て
万
治
元
年
頃
の
刊
行

と
考
え
ら
れ
る
所
か
ら
、
こ
の

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
も

『
う
ぢ
の
ひ
め
き
り
』



と
ほ
ぼ
同
時
期
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
二
作
品
に
は
気
に
な
る
異
同
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
都
に
残

っ
て
防
戦
す
る
頼
光
の
弟
の
名
で
あ
り
、

『
う
ぢ
の
ひ
め
き
り
』
で
は
頼
信
と

あ
り
、

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
で
は
頼
親
と
あ
る
。
源
氏
の
系
図
の
上
か
ら
は

こ
の
二
人
は
共
に
頼
光
の
弟
で
あ
る
が
、
和
泉
太
夫
が
語

っ
た
と
推
定
さ
れ
る

¨
鈍
¨
嘲
¨
康
れ
が
に
和
期
嘲
ｍ
噸
潮
わ
獅
層
侵
一
凍
幾
っ
い
一
れ

頼 ヵ、
郷
獅
醐

光
の
弟
と
す
る

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
は
、
後
の
一
連
の
連
作
に
は
つ
な
が
ら

ず
、
和
泉
太
夫
と
は
別
の
系
統
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
語

っ
た
の
が
虎
屋
源
太
夫

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

源
太
夫
と
い
う
太
夫
が
こ
の
よ
う
に
四
天
王
物
の
浄
瑠
璃
が
始

っ
た
頃
に
、

和
泉
太
夫
の
作
品
と
ほ
ぼ
同
じ
筋
立
を
持
ち
な
が
ら
も
別
系
の
作
品
を
語

っ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
弟
子
と
さ
れ
る
小
源
太
夫
が
和
泉
太
夫
と
別
系
の
作
品

を
語

っ
て
い
た
事
に
も
結
び
つ
く
。
こ
う
し
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

「末

春
系
」
は
虎
屋
源
太
夫
系
の
太
夫
達
が
語

っ
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
な
袈

さ
て
、
そ
れ
で
は
和
泉
太
夫
系
と
考
え
た

「末
宗
系
」
と
、
源
太
夫
系
で
は

な
い
か
と
し
た

「末
春
系
」
の
先
後
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
資
料
の
少
な
い
現
在
で
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
現

存
本
か
ら
み
る
限
り
で
は
源
太
夫
の

「末
春
系
」
が
先
行
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
江
戸
で
も
子
四
天
王
物
の
初
作
は

「末
春
系
」
で
あ

っ
た
が
、
特
に
上

方
で
は
万
治
年
間
の
も
の
は

「末
春
系
」
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
に
伊
藤
出
羽
稼

の

「末
重
系
」
が
混
在
す
る
。
上
方
で
確
実
に

「末
宗
系
」
が
み
ら
れ
る
の
は

寛
文
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
り
、
和
泉
太
夫
の
丹
波
少
稼
受
領
（寛
文
二
年
八
月
）
の

折
の
上
洛
以
後
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
万
治
二
年
の

薩
摩
太
夫
の
上
洛

（先
稿
（注
１４
）参
照
）
や
、
同
四
年
の
虎
屋
小
源
太
夫
の
上
洛

の
折
に

「末
春
系
」
が
、
上
方
へ
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
大
和
少

橡
も
は
じ
め
は

「末
春
系
」
の
作
品
を
語

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
寛
文
に
入
っ

て
か
ら

「末
宗
系
」
の
作
品
を
語
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
万
治
三
年
頃
に
既
に

子
四
天
王
の
二
人
が
死
ん
で
い
る

『公
平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
』
の
よ
う
な
作
品

も
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り

「末
春
系
」
が
先
行
し
て
い
た
よ
う
に

思
え
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
推
定
は
現
存
本
を
主
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
正
本

の
刊
年
を
上
演
の
時
期
と

一
致
す
る
と
仮
定
し
た
上
で
の
事
で
あ
る
。
和
泉
太

夫
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

一
連
の
連
作
も
、

『大
和
守
日
記
』
の
記
述
か
ら
み

て
万
治
四
年
四
月
以
前
に
は
ほ
ぼ
そ
の
全
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『北
国

落
』
の
刊
行
さ
れ
る
万
治
三
年
六
月
以
前
に
も
、
そ
の
一
部
が
既
に
上
演
さ
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
事
か
ら
も
両
系
の
先
後
関
係
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
和
泉
太
夫
が
連
作
と
し
て
語
り
出
す
と
、
四
天
王
物
に
お
け
る
彼
の

優
位
は
次
第
に
確
か
な
も
の
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に

は
岡
清
兵
衛
と
い
う
作
者
も
つ
い
て
い
た
が
、
何
よ
り
も
浄
瑠
璃
は
語
る
も
の

で
あ
り
、
和
泉
太
夫
の
語
り
は
こ
う
し
た
荒
々
し
い
内
容
を
語
る
に
適
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
四
天
王
物
の
浄
瑠
璃
で
、
た
と
え
源
太
夫
系
が
先
行
し
て
い
た
と
し

て
も
、
和
泉
太
夫
に
よ
る

一
連
の
連
作
が
語
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
強
い
影
響
力

を
も
ち
、
そ
の
後
は
源
太
夫
系
も
和
泉
太
夫
に
追
随
す
る
事
に
な

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
子
四
天
王
の
名
を

一
つ
の
系
統
に
統

一
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
夫
が
互
い
に
連
作
と
し
て
語

っ
て
い
た
為



で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
そ
の
事
が
各
太
夫
の
子
四
天
王
物
に
お
け
る
一
種
の
自
己

宣
伝
に
な

っ
て
い
た
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

こ
こ
ま
で
脇
役
と
さ
れ
て
き
た
武
綱

。
金
平
以
外
の
三
人
の
子
四
天
王
の
名

称
を
手
掛
り
に
し
て
、
創
成
期
の
金
平
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
実

は
ま
だ
問
題
が
残

っ
て
い
る
０

そ
の
問
題
と
い
う
の
は
、
子
四
天
王
物
の
名
称
を
太
夫
の
別
と
考
え
た
こ
と

に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
和
泉
太
夫
の
系
統
を

「末
宗
系
」
と

考
え
て
き
た
が
、
寛
文
以
後
の
彼
の
正
本
を
み
る
と

「末
宗
系
」
で
な
い
も
の

が
数
多
く
存
在
す
る
事
が
判

っ
て
き
た
。
延
宝
六
月
正
月
刊
の

『あ
た
ご
山
大

合
戦
』
に
至
っ
て
は
、
別
系
と
考
え
た

「末
春
系
」
の
名
称
と

一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
名
前
の
系
統
を
太
夫
の
別
と
し
て
き
た
仮
説
が
全
く
間
違

っ
て
い
た

事
に
な
る
。
確
か
に
万
治
頃
に
は
三
系
統
に
整
理
で
き
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

の
後
は
こ
う
し
た
三
系
統
で
考
え
る
事
が
で
き
な
い
程
の
混
乱
を
み
せ
る
。
こ

の
問
題
を
考
え
る
為
に
は
、
和
泉
太
夫
正
本
も
含
め
、
子
四
天
王
の
名
称
が
そ

の
後
ど
う
変
遷
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
事
を
、
金
平
浄
瑠
璃
全
体
で
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
寛
文
以
後
の
名
称
の
変
遷
を
整
理
し
て
み
た
結
果
、　
一
見
無
秩
序
に

み
え
る
混
乱
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
中
で
は
規
則
的
で
あ
る
事
が
判
明
し
て

き
た
。
ま
た
そ
う
し
た
変
遷
が
単
に
名
称
の
異
同
と
い
う
事
に
留
ま
ら
ず
、
金

平
浄
瑠
璃
の
そ
の
後
の
展
開
に
も
関
係
す
る
事
が
判

っ
て
き
た
。

ま
ず
最
初
の
混
乱
は
寛
文
の
初
め
頃
に
起
こ
る
。
寛
文
二
年
七
月
の
京

・
鶴

屋
板
の

『
四
天
三
高
名
物
語
』
（和
泉
太
夫
口
伝
正
本
）
で
は
、
碓
氷
貞
光
の
名
前

で
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
卜
部
末
武
の
子
の
名
前
は
末
宗
と
あ
り
な
が
ら
、
貞

光
の
子
が

「末
宗
系
」
の
貞
兼
で
は
な
く
、

「末
春
系
」
の
貞
景
に
な

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
以
後
も
こ
の
よ
う
に
末
宗

・
貞
景
と
す
る
作
品
が
数
多
く
み
ら

れ
る
為
、
こ
の
系
統
を

「第

一
次
混
乱
系
」
と
呼
ん
で
お
く
。

『
四
天
王
高
名
物
語
』
は
上
方
板
で
あ

っ
た
が
、
こ
の

「第

一
次
混
乱
系
」

が
上
方
で
始

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
根
拠
が
も
う

一
つ
あ
る
。
そ

れ
は
寛
文
一
一年
三
月
刊
の

『
子
四
天
王
北
国
大
合
戦
』
で
あ
り
、
こ
れ
は

「末

重
系
」
の
作
品
で
金
平
を
金
吉
と
し
な
が
ら
も
、
貞
光
の
子
を
そ
れ
迄
の
重
貞

か
ら
貞
景
に
変
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
混
乱
が
上
方
で
お
こ
る
の
も
、
こ
の
時
期
に

「末
宗
系
」
が
上
方

に
入
っ
て
き
た
為
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
上
方
で
は
万
治
頃
ま
で
は

「末
春
系
」
が
主
で
あ
り
、
後
か
ら
入
っ
て
き
た

「末
宗
系
」
が
、
以
前
か
ら

あ
る

「末
春
系
」
の
名
に
引
か
れ
て
混
乱
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

「さ
だ

か
ね
」
と

「さ
だ
か
げ
」
で
は
一
音
の
相
違
で
母
音
も
共
通
す
る
。

ま
た
こ
う
し
た
混
乱
の
背
景
に
は
、
子
四
天
王
物
の
連
作
が

一
応
終
結
し
た

と
い
う
事
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

「公
平
さ
い
ご
」
が
語
ら
れ
る
の
は
寛
文

二
年
七
月
頃
と
推
定
さ
れ
て
ぃ
が
。
主
役
の
金
平
を
殺
し
て
金
平
浄
瑠
璃
も
重

大
な
転
機
を
む
か
え
た
。
金
平
が
死
ぬ
の
は
八
幡
太
郎
義
家
の
時
代
で
あ
り
、

こ
の
時
代
を
背
景
と
し
た
奥
州
攻
め
の
浄
瑠
璃
は
既
に
万
治
頃
に
は
語
ら
れ
て

い
た
（先
稿
参
照
）。
　
こ
れ
以
上
四
天
王
物
の
連
作
は
続
け
ら
れ
な
く
な

っ
て
き

た
が
、
金
平
の
人
気
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
一
度
殺
し
た
金
平

等
を
再
び
生
き
帰
ら
せ
て
舞
台
に
登
場
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

時
期
に
和
泉
太
夫
は
受
領
の
為
に
上
京
し
て
い
た
。
上
方
で
混
乱
が
み
ら
れ
る

時
期
は
、
こ
の
よ
う
な
金
平
浄
瑠
璃
自
体
の
転
機
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら

れ
る
。

上
方
で
は
こ
の
後
、
寛
文
三
年
九
月
刊
の

『渡
辺
綱
三
田
合
戦
』
以
後

「末



春
系
」
は
姿
を
消
し
、

「第

一
次
混
乱
系
」
の
作
品
を
残
す
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
が
江
戸
へ
波
及
す
る
の
は
、
現
存
本
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
寛
文
末
年
と

い
う
事
に
な
る
。
江
戸
鱗
形
屋
板
の

『
公
平
つ
る
ぎ
の
り
つ
く
わ
』
は
、
寛
文

五
年
の
上
方
板

『
源
平
へ
ん
げ
あ
ら
そ
（飩

』
の
復
刻
本
で
あ
り
、

「第

一
次
混

乱
系
」
の
名
称
を
も
つ
。
上
方
の
混
乱
が
江
戸
へ
も
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
次
の
大
き
な
混
乱
は
延
宝
に
入

っ
て
お
こ
る
。
今
度
は
末
武
の
子
の
名

で
混
乱
が
生
じ
、

「第

一
次
混
乱
系
」
で

「末
宗

・
貞
景
」
と
あ

っ
た
名
が
、

「末
春

・
貞
景
」
と
な
る
。

こ
れ
は
一
見
す
る
と

「末
春
系
」
と
全
く
同
じ
と

考
え
ら
れ
、
和
泉
太
夫
の

『あ
た
ご
山
大
合
戦
』
に
も
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

が
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
こ
れ
も

「末
春
系
」
と
は
別
系
統
で
あ
る
事
に
気

付
く
。
そ
こ
で
こ
の
系
統
を

「第
二
次
混
乱
系
」
と
呼
ん
で
お
く
。

こ
れ
が

「末
春
系
」
と
同

一
で
な
い
事
は
、　
一
人
武
者
の
子
の
名
前
か
ら
知

る
事
が
で
き
る
。
こ
の
一
人
武
者
に
つ
い
て
は
、
た
だ

「
一
人
武
者
」
と
記
さ

れ
る
事
も
多
く
区
別
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、

「第
二
次
混
乱
系
」
に
属
す
る

『
公
平
入
道
山
め
ぐ
り
』
に
一
人
武
者
の
子
と
し
て

「清
氏
」
と
み
え
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
名
は

「末
宗
系
」
「末
春
系
」
に
共
通
し
て
、　
孫
四
天
王
の
名
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
子
四
天
王
の
名
と
混
乱
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
混
乱
は

「第

一
次
混
乱
系
」
の

『
公
平
牛
鬼
責
』
（寛
文
末
々

延
宝
刊
）
で
既
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

で
は

「第
二
次
混
乱
系
」
の
よ
う
に
、

「末
宗
」
と

「末
春
」
の
名
が
ど
う

し
て
混
乱
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
音
も
共
通
し
な
い
上
、
「末
春
」
と
い
う
名
は

長
い
間
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
間
に
孫
四
天
王
の

「貞

春
」
を
入
れ
て
考
え
る
と
、
あ
る
程
度
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
子
四
天
王
と
孫

四
天
王
の
名
で
混
乱
を
生
じ
る
の
は

一
人
武
者
の
場
合
で
み
た
通
り
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
末
武
の
子
で

「貞
春
」
と
の
混
乱
を
生
じ

「末
春
」
と
な

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
以
後
孫
四
天
王
の
名
が

「貞
春
」
か

ら

「貞
丸
」
に
変

っ
て
し
ま
う
事
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
混
乱
が
起
こ
る
背
景
に
も
、
金
平
浄
瑠
璃
自
体
の
変
質
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
寛
文
期
に
は
ま
だ
み
ら
れ
た
連
作
も
、
延
宝
に
入
る
と

殆
ど
な
く
な
り
、
作
内
容
の
面
で
も
金
平

一
人
が
中
心
に
な
る
傾
向
が
強
く
な

っ
て
く
る
。
金
平
と
武
綱
の
対
立
も
葛
藤
を
生
み
出
す
も
の
に
は
な
ら
ず
、
他

の
子
や
孫
の
四
天
王
に
至
っ
て
は
、
単
に
名
を
連
ね
る
だ
け
の
存
在
に
な

っ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
寛
文
期
に
は
上
方
の
大
和
少
橡
や
出
羽
嫁
も
盛
ん
に
四
天

王
物
を
語

っ
て
い
る
が
、
延
宝
期
に
入
る
と
こ
の
種
の
浄
瑠
璃
を
語
る
の
は
殆

凍鰤線はけ獄初峯嗽れ（り″吼ゎ囃〓̈
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が
、
こ
の
二
代
日
の
和
泉
太
夫
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の

「第
二
次
混
乱
系
」
も
現
存
本
で
は
四
作
品
を
残
す
の
み
で
、

延
宝
末
か
ら
天
和

・
貞
享
頃
の
七

・
八
年
間
に
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
後

主
流
と
な
る
の
は

「第

一
次
混
乱
系
」
の
変
型
系
で
あ
る
。
孫
四
天
王
の
一
人

を
貞
丸
に
、
子
四
天
王
の
一
人
武
者
を
清
氏
に
す
る
変
型
を
も
つ
が
、
基
本
的

に
は

「第

一
次
混
乱
系
」
に
近
い
系
統
が
、
以
後
元
禄
に
至
る
ま
で
作
品
を
残

し
て
い
る
。

以
上
が
寛
文
以
後
に
お
こ
る
子
四
天
王
の
名
称
の
変
遷
の
概
略
で
あ
る
が
、

ま
と
め
て
み
る
と
、
０
寛
文
二
年
頃
に
上
方
で
混
乱
が
起
こ
り
、
貞
光
の
子
が

貞
景
に
な
り
、
以
後
こ
の
名
が
定
着
す
る
（第
一
次
混
乱
系
）。
②
こ
の
混
乱
が
寛

文
末
迄
に
は
江
戸
に
入
り
、　
一
人
武
者
の
名
を
孫
四
天
王
の
名
と
混
同
す
る
よ

う
に
な
る
。
０
延
宝
に
入
る
と
末
武
の
子
の
名
で
混
乱
を
起
こ
す
が
会
を
一次
混

乱
系
）、
こ
れ
は
短
か
く
、
四
以
後
貞
光
の
孫
の
名
を
変
え
な
が
ら
も
、
基
本

的
に
は

「第

一
次
混
乱
系
」
で
元
禄
ま
で
作
品
が
作
り
続
け
ら
れ
る
、
と
い
う



事
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
金
平
浄
瑠
璃
そ
の
も
の
の
変
質
が
あ
り
、

そ
の
中
で
の
脇
役
の
し
め
る
役
割
の
変
化
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
子
四
天
王
の
名
の
混
乱
が
、
時
代
と
共
に
変
わ
る
規
則

的
な
も
の
で
あ

っ
た
事
が
判

っ
て
く
る
と
、
和
泉
太
夫
の
場
合
も
万
治
頃
に
は

「末
宗
系
」
で
あ

っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
万
治
頃
の
三
系
統
を
太
夫
の
別
と
考
え
た
事
に
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
様
で
あ

る
。
更
に
和
泉
太
夫
自
身
が
寛
文
以
後
に
は
混
乱
を
み
せ
て
い
た
と
い
う
事
実

か
ら
、
金
平
浄
瑠
璃
に
お
い
て
彼

一
人
が
独
占
的
な
地
位
を
し
め
て
い
た
の
で

は
な
く
、

「末
春
系
」
の
太
夫
達
も
か
な
り
の
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
事
が
窺

え
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
た
こ
う
し
た
名
称
の
変
遷
を
整
理
し
た
事
で
、
子
四
天
王
物
の
連
作
時
期

に
つ
い
て
も
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
連
作
に
入
る
作
品
の
現
存
本

の
大
多
数
が
、
後
の
時
代
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
本
で
も

「末
宗
系
」
の
名
称
を
も

っ
て
い
た
。
例
え
ば
現
存
す

る

『
八
幡
太
郎
誕
生
記
』
は
元
禄
頃
の
刊
行
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
新
た
に

作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
変
型
の

「第

一
次

混
乱
系
」
の
名
称
を
も
つ
可
能
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が

「末
宗
系
」
の
名
称
を

も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
に
は
元
版
が
あ
り
、
そ
の
元
版
の
刊
行
時
期
は

名
前
に
混
乱
を
み
せ
る
以
前
と
考
え
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

時
期
は

「末
宗
系
」
で
は
寛
文
六
年
以
前
で
あ
り
、
元
版
の
刊
行
も
こ
こ
ま
で

は
湖
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に

『
た
け
ち
合
戦
』
の
場
合
に
は
、
武
知
源
太
の
名
前
か
ら
元
版
の
刊
行

時
期
を
も
う
少
し
限
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
存
本
の
刊
行
は
貞
享
頃
で

あ
る
が
、
武
知
源
大
の
名
が
こ
の
正
本
だ
け

「安
氏
」
と
な

っ
て
い
る
。
彼
の

名
は
他
の
作
品
で
は
系
統
に
関
係
な
く

「舞
飛
」
と
あ
る
。
但
し
、
こ
の
名
も

万
治
三
年
頃
に
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
万
治
三
年
刊
行
の

「末
重
系
」
の

『
天
狗
羽
討
』
で
は

「安
方
」
と
あ
り
、
同
年
刊
行
の

「末
春

系
」
の

『
公
平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
』
で
は

「安
元
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
武

知
源
太
は
こ
の

『
た
け
ち
合
戦
』
の
主
役
で
あ
り
、
貞
享
頃
に
復
刻
す
る
な
ら

名
前
を
流
布
し
て
い
る
安
元
に
変
え
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を

や

っ
て
い
な
い
。
従

っ
て
貞
享
頃
刊
の
こ
の
本
は
元
版
に
比
較
的
忠
実
で
あ
り
、

餞われ刹̈
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『く蔽い料制蒙りのっ

元
版
は

『北
国
落
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
事
に
な
る
。

勿
論
こ
れ
は
名
称
の
上
の
事
だ
け
で
、
そ
の
内
容
が
元
版
と

一
致
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
元
版
を
み
る
事
が
で
き
な
い
現
在
、

そ
の
元
版
の
刊
行
時
期
を
推
定
す
る
一
つ
の
内
部
徴
証
に
は
な
り
得
よ
う
。
従

来
は

『大
和
守
日
記
』
と
い
う
外
部
徴
証
の
み
で
連
作
時
期
を
推
定
し
て
い
た

が
、
そ
れ
を
支
え
る
事
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
次
の
様
な
事
が
推
定

さ
れ
る
。

一　
子
四
天
王
物
の
浄
瑠
璃
に
は
、
そ
れ
が
語
り
始
め
ら
れ
た
頃
か
ら
作
品
に

よ
っ
て
子
四
天
王
の
名
が
相
違
し
、
三
系
統
に
分
か
れ
る
。

一　
そ
の
名
称
の
相
違
は
語

っ
た
太
夫
の
違
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
和
泉

太
夫
、
虎
屋
源
太
夫
、
伊
藤
出
羽
稼
の
系
統
と
で
き
る
。

一　
創
作
法
と
し
て
は
系
統
に
関
わ
ら
ず
連
作
が
用
い
ら
れ
た
が
、
中
で
も
和

泉
太
夫
が
万
治
頃
に
語

っ
た

一
連
の
連
作
が
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
。

一　
源
太
夫
系
と
考
え
ら
れ
る
系
統
も
、
子
四
天
王
物
に
関
し
て
は
む
し
ろ
和



泉
太
夫
に
先
行
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
和
泉
太
夫
の
連
作
後
は
そ
れ
に
圧

倒
さ
れ
た
。

一　
し
か
し
源
太
夫
系
も
独
自
な
活
動
は
暫
く
続
け
、
特
に
万
治
期
の
上
方
に

は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

一　
寛
文
以
後
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
太
夫
に
よ
る
名
称
の
相
違
は
み
ら
れ
な

く
な
り
、
名
称
自
体
も
混
乱
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
混
乱
も
金
平
浄
瑠

璃
自
体
の
史
的
変
遷
と
関
連
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

エハ

こ
こ
ま
で
子
四
天
王
の
名
称
を
手
掛
り
と
し
て
、
創
成
期
の
金
平
浄
瑠
璃
の

実
態
と
い
う
事
を
考
え
て
き
た
が
、
最
後
に
金
平
浄
瑠
璃
に
お
け
る
連
作
の
意

義
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

以
轍

力、 来
わ
疇
け
［
靱
嘲
赫
』
一
糊
悧
琳
秘
わ
け
漸

る
（
と

か
“
鰤
に
は
「
蟻
神
脚
は

な
繋
が
り
と
い
う
事
に
は
殆
ど
目
を
向
け
ら
れ
る
事
が
な
か
っ
た
。
唯

一
の
こ

の
種
の
研
究
に
室
木
弥
太
郎
氏
の
論
考
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
室
木
氏
自
身

も
金
平
物
の
意
義
と
い
う
事
に
な
る
と
戯
曲
構
造
の
面
か
ら
述
べ
て
お
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
（前
掲
書
）。

勿
論
、
金
平
浄
瑠
璃
は
戯
曲
構
造
の
面
に
お
い
て
も

画
期
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
作
品
を
作

り
出
し
た
連
作
の
意
義
、
更
に
そ
の
連
作
で
作
ら
れ
た
作
品
群
全
体
の
意
義
と

い
う
事
も
ま
た
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
ず
、
こ
の
戯
曲
構
造
と
い
う
事
に
も
直
接
関
係
す
る
、
武
綱
や
金
平
の
役

柄
と
い
う
事
が
連
作
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。

明
暦
四
年
刊
の

『
う
ぢ
の
ひ
め
き
り
』
や
、
同
時
期
に
語
ら
れ
た
と
推
定
さ

れ
る

『
四
天
王
若
さ
か
り
』
な
ど
の
親
四
天
王
物
に
お
い
て
は
、
専
ら
活
躍
す

る
の
は
源
頼
光
で
、
四
天
王
の
間
に
は
特
に
役
柄
の
相
違
と
い
う
も
の
は
み
ら

れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
か
ら
二
年
半
後
の
万
治
二
年
七
月
刊
の

『
四
天
王
む
し
や

執
行
』
に
お
い
て
も
、
初
め
て
登
場
し
て
き
た
五
人
の
子
四
天
王
が
等
し
く
取

り
扱
わ
れ
て
お
り
、
武
綱
や
金
平
が
特
に
活
躍
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
こ

の
作
品
で
語
ら
れ
る
親
四
天
王
の
扱
い
方
の
中
に
、
役
柄
形
成
の
蒻
芽
が
あ
る

よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

『
む
し
や
執
行
』
の
初
段
に
は
、

さ
る
に
よ
り
五
人
の
者
共
、
先
年
正
次
入
道
が
毒
酒
に
て
三
人
は
相
果
て
、

残
る
鋭
畷
、
激
悲
許

と
あ
り
、
先
行
作
（正
本
は
現
存
し
な
い
）
で
親
四
天
王
の
内
三
人
が
死
ん
で
い
た

事
が
判
る
。
そ
し
て
残
る
綱
と
金
時
も
、
こ
の
作
品
の
五
段
目
で
討
死
す
る
。

即
ち
親
四
天
王
の
死
を
描
く
の
に
、
他
の
三
人
は
先
に
殺
し
、
綱
と
金
時
の
二

人
は
別
に
扱

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
綱
と
金
時
が
他
の
三
人
と
区
別
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
の
ご
く
短
い

間
に
武
綱
と
金
平
の
役
柄
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
本
で
確
認
で

き
る
最
初
は
、

『む
し
や
執
行
』
の
刊
行
か
ら
八
ケ
月
後
に
刊
行
さ
れ
た

『
公

平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
金
平
の

「我
儘
」
や

「拗

ね
」
、　
そ
れ
に
超
人
的
な

「勇
力
」
と
い
っ
た
も
の
が
語
ら
れ
、　
ま
た
武
綱
に

も
金
平
の
行
動
を

「諌
め
」、
冷
静
に
状
況
を
判
断
す
る

「智
謀
」
が
備
わ

っ

て
い
た
。

も

っ
と
も
こ
の

『
公
平
末
春
い
く
さ
ろ
ん
』
で
は
子
四
天
王
の
内
二
人
が
死

ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
行
す
る
作
品
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
そ
う
し
た
先
行
作
の
中
で
役
柄
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
語
り
始
め
た
太
夫
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
事
に
な
る
と
、

「末
春
系
」

と

「末
宗
系
」
の
先
後
関
係
と
い
う
事
に
な
り
、
本
稿
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う

に
現
在
で
は
判
ら
な
い
と
い
う
他
は
な
い
。
た
だ

『
む
し
や
執
行
』
が
源
太
夫



系
と
推
定
さ
れ
る
事
も
あ
り
、
虎
屋
源
太
夫
等
が
役
柄
形
成
と
い
う
事
に
も
関

与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
事
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

但
し
誰
が
語
り
始
め
た
と
し
て
も
、
武
綱
と
金
平
の
役
柄
は
、
す
ぐ
に
四
天

王
物
を
語
る
大
多
数
の
大
夫
の
取
り
入
れ
る
所
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
万
治

三
年
刊
行
で
現
存
す
る
三
系
統
の
作
品
で
は
、
人
物
の
名
称
に
相
違
は
み
ら
れ

る
も
の
の
、
こ
の
二
人
の
役
柄
は
既
に
明
確
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
武
綱
や
金
平
の
役
柄
は
、
万
治
二
年
の
後
半
か

ら
三
年
の
初
め
頃
の
親
四
天
王
物
か
ら
子
四
天
王
物
へ
移
り
変
る
連
作
を
語
る

中
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
子
四
天
王
を
生
み
出
す
過

程
は
、
同
時
に
役
柄
を
作
り
出
す
過
程
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
連
作
と

い
う
方
法
で
作
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
和
泉
太
夫
の
一
連
の

連
作
も
、
こ
う
し
た
役
柄
が
既
に
作
ら
れ
た
後
に
語
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

『北
国
落
』
に
は
年
若
い
子
四
天
王
が
登
場
す
る
が
、
「
又
金
平
の
例
の
我
儘
い

て
た
り
」
等
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
武
綱
と
金
平
の
役
柄
が
形
成
さ
れ
た
事
で
、

他
の
三
人
は
脇
役
に
ま
わ
る
事
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、　
一
連
の
連
作
が
こ

れ
ら
の
人
物
を
殺
す
事
で
作
り
出
さ
れ
て
い
た
事
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
通

り
で
あ
る
。
和
泉
太
夫
の
連
作
が
、
単
な
る
親
四
天
王
物
の
後
日
諄
で
な
い
、

独
自
な
作
品
群
を
作
る
事
が
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
役
柄
が
形
成
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
連
作
の
意
義
と
し
て
役
柄
形
成
と
い
う
事
を
考
え
て
き
た

が
、
次
に
作
品
群
全
体
と
し
て
の
意
義
と
い
う
事
を
考
え
て
み
た
い
。
が
、
こ

の
こ
と
は
既
に
先
稿
に
お
い
て
連
作
物
の
意
義
と
し
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
当
時
の
浄
瑠
璃
が
、
連
作
と
い
う
形
を
と
る
事
に
よ
っ
て

一
曲

で
は
語
る
事
の
で
き
な
い
大
き
な
状
況
を
語
る
事
を
可
能
に
し
た
と
い
う
事
で

あ
る
。
金
平
浄
瑠
璃
の
場
合
に
お
い
て
も
、
作
品
相
互
の
連
関
に
よ
っ
て
親
四

天
王
か
ら
子
四
天
王
、
更
に
孫
四
天
王
に
至
る
時
代
の
流
れ
が
語
り
出
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
度
重
な
る
坂
乱
に
よ
っ
て
四
天
王
代
々
が
討
死

す
る
が
、
そ
う
し
た
郎
党
等
の
犠
牲
に
よ

っ
て
国
の
秩
序
が
護
ら
れ
て
き
た
、

と
い
う
よ
う
な

一
種
の
長
篇
の
軍
記
物
を
形
成
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
代
は
、
満
仲
か
ら
頼
光
、
頼
信
、
頼
義
、
更
に
八

幡
太
郎
義
家
に
至
る
源
氏
の
五
代
の
時
代
で
あ

っ
た
。

勿
論
、
先
稿
で
も
指
摘
し
た
様
に
連
作
と
し
て
大
き
な
状
況
を
語
り
出
す
と

い
う
事
は
、
金
平
浄
瑠
璃
に
限
ら
ず
、
万
治
期
の
連
作
物
浄
瑠
璃
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
特
色
で
あ

っ
た
。
金
平
浄
瑠
璃
が
他
の
連
作
物
と
異
な
る
意
義
を
も

つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
大
き
な
状
況
を
浄
瑠
璃
が
自
ら
の
手
で
作
り

出
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
本
稿
で
も
み
て
き
た
様
に
、
こ
の
よ
う
な
四
天
王
物
の
全
体
像
は
万
治

三
年
を
中
心
と
し
た
ご
く
短
い
期
間
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
を
語
り
出
し
た
太
夫
も
、
和
泉
太
夫

一
人
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
子

四
天
王
の
名
称
に
系
統
的
な
相
違
が
み
ら
れ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の

名
称
の
異
同
は
大
夫
の
違
い
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
親
四
天
王
物
か
ら
子

四
天
王
物
に
展
開
し
て
い
く
も

っ
と
も
重
要
な
時
期
に
、

「末
春
系
」
を
語

っ

た
と
推
定
さ
れ
る
虎
屋
源
太
夫
等
の
太
夫
が
関
与
し
た
可
能
性
は
大
き
い
。
子

四
天
王
物
の
一
連
の
連
作
が
和
泉
太
夫
の
語

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

作
者
、
岡
清
兵
衛
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
連
作
が
語
ら
れ
る
前
後
に
虎
屋
源

太
夫
も
ま
た
活
発
な
活
動
を
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
従

っ
て
源
太
夫
や
和

泉
太
夫
等
の
大
夫
が
競
合
し
あ
う
事
に
よ
っ
て
、
四
天
王
物
の
全
体
像
も
形
成

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
稿
で
は

「秀
平
三
代
記
」
や

「為
朝

一
代
軍
記
」
等
の
連
作
物
の
浄
瑠
璃

を
語

っ
た
太
夫
と
し
て
、
薩
摩
外
記
系
の
大
夫
が
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し



て
和
泉
大
夫
や
源
太
夫
、
外
記
等
が
い
ず
れ
も
江
戸
の
太
夫
で
薩
摩
系
に
属
す

る
同
系
の
太
夫
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
金
平
浄
瑠
璃
を
含
む
連
作

物
浄
瑠
璃
は
、
江
戸
の
地
で
万
治
三
年
頃
に
こ
れ
ら
同
系
の
大
夫
達
に
よ
っ
て

語
ら
れ
始
め
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
動
き
は
直
ち
に
上
方
に
も
た
ら
さ
れ
、

浄
瑠
璃
界
の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
連
作
物
が
単
に
短
期
間
の
小
さ
な
動
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
、

こ
の
時
期
に
連
作
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
時
代
背
景
や
人
物
関
係
と
い
っ
た
大

状
況
の
枠
組
が
、
そ
の
後
の
浄
瑠
璃
作
品
の
基
盤
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事

か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
金
平
浄
瑠
璃
の
場
合
も
、
金
平
を
殺
し
て
重
大
な
転
機

を
む
か
え
た
際
、　
一
度
殺
し
た
四
天
王
等
を
再
び
生
き
帰
ら
せ
る
と
い
う
形
で

作
品
を
作
り
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
作
品
で
の
時
代
背
景
や
人
物
関

係
は
、
万
治
期
の
連
作
が
作
り
出
し
た
も
の
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

創
作
法
と
し
て
は
寛
文
末
頃
ま
で
連
作
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
寛
文
以
後
に
は
万
治
期
の
連
作
の
よ
う
に
大
状
況
を
作
り
出
す
も
の

に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
文
初
年
頃
に
子
四
天
王
の
名
称
に
混
乱

が
み
ら
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
連
作
と
し
て
の
性
格
の
相
違
と
い
う
事
が
背
景

に
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
役
柄
が
明
確
に
作
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
三
人
の
子

四
天
王
等
に
は
、
万
治
期
の
連
作
の
時
の
よ
う
に
状
況
を
作
り
出
す
よ
う
な
役

割
す
ら
な
く
な

っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
武
綱
や
金
平
で

作
り
出
さ
れ
た
役
柄
が
親
の
綱
や
金
時
に
も
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
親
四

天
王
物
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て

『頼
光
跡
目
論
』
の
よ
う
な
作
品
を
作
り
出
す
事

を
も
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
稿
で
取
り
扱

っ
た
万
治
三
年
頃
の
時
代
は
、

金
平
浄
瑠
璃
の
創
成
と
い
う
事
で
重
要
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
古
浄
瑠
璃

史
の
上
で
も
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
激
動
の
時
代
で
あ

っ
た
。
金
平
浄
瑠
璃
の

こ
の
時
期
の
活
況
も
、　
一
見
小
さ
な
異
同
の
よ
う
に
み
え
る
子
四
天
王
の
名
称

の
相
違
を
手
掛
り
と
す
る
事
に
よ

っ
て
、
少
し
は
明
ら
か
に
す
る
事
が
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注
（１
）

例
え
ば

『
頼
光
跡
目
録
』
に
つ
い
て
、
初
め
は
万
治
四
年
以
前
の
連
作
に
入
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
は
こ
れ
を
改
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

（２
）

甲
本
は
寛
文
頃
、
乙
本
は
元
禄
頃
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
。

（３
）

『て
ん
ぐ
の
は
う
ち
』
の
刊
行
か
ら
一
ケ
月
後
の
万
治
三
年
四
月
に
も
、
山
本

九
兵
衛
か
ら
ほ
ぼ
同
内
容
の
『
天
狗
羽
討
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
両
本
共
に
伊
藤
出
羽

縁
正
本
。

（４
）

『北
国
落
』
以
外
に
は

『
や
は
ぎ
合
戦
』
（和
泉
太
夫
正
本
）
が
万
治
頃
の
刊
行
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
他
に

『
よ
り
ち
か
二
ど
の
ぎ
や
く
し
ん
』
も
万
治
四
年
の
刊
行

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
上
方
板
で
あ
り
、
こ
の
本
よ
り
前
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
板
が
あ

っ
た
事
が
推
定
さ
れ
る
。

（５
）

「紫
野
合
戦
」
の
伝
本
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
本
と
別
に
、
山
城
少
縁

旧
蔵
の
元
禄
頃
刊
の
鱗
形
屋
板
が
あ
っ
た
事
が
正
本
集
の
解
題
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
の
原
本
は
失
わ
れ
た
が
、
第
一
丁
の
写
真
が
残
る
と
い
う
事
で
（未
見
）、　
正

本
集
に
よ
れ
ば
和
泉
太
夫
正
本
で
乙
本
の
本
文
と
殆
ど
一
致
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

本
稿
第
四
章
で
、
こ
の
一
連
の
連
作
を
和
泉
太
夫
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た

が
、
こ
の
事
か
ら
も
乙
本
系
、
即
ち

「末
宗
系
」
を
和
泉
太
夫
の
系
統
と
考
え
る
事

が
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（６
）

子
四
天
王
物
の
浄
瑠
璃
で
は
、
子
四
天
王
。
一
人
武
者
と
並
ん
で
、
武
知
源
太

と
三
浦
和
田
左
衛
門
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
世
代
的
に
は
子
四
天
王
と
孫
四
天
王

の
間
と
い
う
事
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
両
世
代
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

（７
）

従
来
の
金
平
浄
瑠
璃
論
で
こ
の
事
に
ふ
れ
な
い
も
の
は
ま
ず
な
い
。
中
で
も
鳥

居
フ
ミ
子
氏

「金
平
浄
瑠
璃
の
脚
色
法
」

「́近
松
払［集
」
第
ユハ集
）は
、
金
平
浄
瑠
璃
全

般
を
謡
論
体
と
い
う
面
か
ら
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

37



（
８
）

中
野
三
敏
氏
蔵
の
『
四
天
王
揃
』
は
、
金
平
物
に
登
場
す
る
人
物
達
を
集
め
た

絵

本

で
あ

る

∩
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
十
所
収
）
。

そ

こ
に
は
親

子

の
四

天

王
等

と
共

に
、

多
く
の
敵
役
達
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
事
に
、
私
が
も
っ
と
も
知
り
た
い

子
四
天
王
等
が
描
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
丁
公
一プ

。
四
オ
）
が
落
丁
し
て
お
り
、

別
の
箇
所
で

「末
宗
」
の
名
が

一
箇
所
み
え
る
以
外
、
そ
の
名
を
知
る
事
が
で
き
な

い
。

（
９
）

「武
綱
さ
い
ご
」
に
は
江
戸
板
の
丹
波
少
塚
正
本
以
外
に
、　
上
方
板
の

『源
氏

つ
く
し
か
つ
せ
ん
』
も
現
存
す
る
。
上
方
板
に
は
鎌
倉
権
五
郎
が
全
く
登
場
せ
ず
、

ま
た
厳
島
八
景
の
景
事
を
い
れ
る
等
、
江
戸
板
と
相
違
す
る
点
も
み
ら
れ
る
が
、
内

容
は
両
本
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

〈
１０
）

伊
藤
出
羽
縁
の
作
品
と
し
て
は

『
天
狗
羽
討
』
以
外
に
、
寛
文
二
年
頃
迄
に

『藤
井
寺
お
ち
四
天
王
最
後
』
と

『綱
金
時
最
後
』
の
連
作
、
及
び

『頼
光
く
も
き

り
』
『子
四
天
王
北
国
大
合
戦
』
の
連
作
等
が
あ
る
。　
こ
れ
ら
の
作
品
は
登
場
人
物

の
名
称
だ
け
で
な
く
、
作
内
容
の
上
で
も
独
自
な
面
が
み
ら
れ
、
同
じ
江
戸
の
影
響

下
に
あ
っ
て
も
大
和
少
稼
と
は
作
品
の
作
り
方
が
相
違
す
る
。
室
木
弥
太
郎
氏

「伊

藤
出
羽
稼
と
公
正
浄
瑠
璃
」
（「近
世
文
せご
七
）参
照
。

〈ｎ
）

「新
群
書
類
従
』
第
九
に

「や
は
ぎ
合
戦
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、　
こ
れ
が

水
谷
氏
の
い
わ
ゆ
る
旧
東
大
本
で
あ
る
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
但
し
新
群
書

類
従
本
は

「末
宗
系
」
の
本
で
あ
り
、
現
存
す
る
和
泉
太
夫
正
本
と
同
内
容
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
が
小
源
太
夫
正
本
で
あ
れ
ば

「末
春
系
」
の
大
夫
と
し
て
小
源
太
夫
と
考

え
る
以
下
の
論
と
矛
盾
す
る
事
に
な
る
。
現
在
は
こ
の
本
の
刊
年
や
板
式
も
判
ら
な

い
の
で
、　
一
応
別
本
と
考
え
、
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
保
留
し
て
お
き
た
い
。

（・２
）

「金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第

一
解
題
、
「演
劇
百
科
大
事
典
』
信
多
純
一
氏
解
説

等
。
更
に

「
三
浦
家
文
書
を
読
む
会
」
第
三
回
例
会

（昭
和
二
十
九
年
一一一月
一一十
五
日
）

に
お
い
て
、
阿
部
千
栄
子
氏
よ
り
虎
屋
源
太
夫
に
関
す
る
詳
細
な
報
告
が
な
さ
れ
、

そ
れ
も
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

〈・３
）

『や
は
ぎ
合
戦
』
と

『
よ
り
ち
か
二
ど
の
ぎ
や
く
し
ん
』
は
、
頼
親
の
坂
乱
を

内
容
と
す
る
連
作
で
あ
る
。
ま
た

『頼
光
跡
目
論
』
は
頼
信
と
頼
親
の
跡
目
争
い
を

内
容
と
し
、
他
に
も
頼
親
を
主
役
と
す
る

『
よ
り
ち
か
童
子
』
（阪
大
蔵

・
零
葉
）と

い
う
作
品
も
あ
っ
た
。

（・４
）

小
源
太
夫
が
後
に
永
閑
と
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
永
閑
の
正
本
『小
子
天
王
始
』

も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
本
も
元
版
は
万
治
頃
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
が
、
子
四
天
王
の
名
は

「す
く
ね
の
悪
太
郎
」
の
よ
う
に
幼
名
で
、
系
統
の
別

を
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
但
し
「み
た
の
源
次
郎
」
の
名
が

『
四
天
王
む
し
や
執
行
』

と
一
致
す
る
等
、
「末
春
糸
」
の
作
品
と
考
え
て
起
こ
る
矛
盾
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
作
品
は

「末
重
系
」
の
『
四
天
王
最
後
』
等
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え

ら
れ
る
。

（・５
）

「公
平
さ
い
ご
」
に
は
江
戸
板
は
現
存
せ
ず
、　
二
種
の
上
方
板
が
存
在
し
、
共

に
寛
文
二
年
七
月
頃
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
武
綱
の
子
の
名
が
作
品
に
よ
っ
て
相
違
す
る
事
も
問
題
と

な
ろ
う
。
二
種
の

「公
平
さ
い
ご
」
や

「武
綱
さ
い
ご
」
で
は
武
春
武
満
と
あ
る
が
、

和
泉
太
夫
正
本

『す
が
は
ら
の
し
ん
王
』
で
は
国
綱
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
名
が
定

着
す
る
以
前
に
連
作
も
終
焉
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
第
五
章
で
も
述
べ
た
様
に
、
寛

文
二
年
頃
に
は
名
称
に
混
乱
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（・６
）

『源
平
へ
ん
げ
あ
ら
そ
ひ
』
の
末
武
の
子
の
名
は
、
末
宗

・
末
春

・
末
重
の
三

糸́
が
混
在
し
て
お
り
、
混
乱
が
は
な
は
だ
し
い
。

（‐７
）
室
木
氏
は
和
泉
太
夫
の
世
代
交
替
を
延
宝
七
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（前
掲
書
Υ

（・８
）

『た
け
ち
合
戦
」
で
安
氏
と
あ
っ
た
名
が
、
そ
の
後
安
元
と
な
る
理
由
も
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
勿
論

「末
春
系
」
と
混
乱
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
む
し
ろ

『
た

け
ち
合
戦
』
の
中
に
登
場
す
る
父
親
の
名
が

「安
元
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
混
同

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（・９
）

和
辻
哲
郎
氏
　
『
日
本
芸
術
史
研
究
』
。
青
木
正
次
氏

「金
平
浄
瑠
璃
の
位
置
と

金
平
の
役
割
」
（「日
本
文
学
」
昭
和
一一一十
八
年
十
一一月
号
Ｙ
今
尾
哲
也

「金
平
浄
瑠
璃
試

論

」

（
「
日
本
文
学
」

昭
聖

一千

二ハ
年
五

■

ハ
月
号
合
併
一こ

等

。

―
本
学
文
学
部
助
手
―


