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藤
十
郎
の
実
事
と
近
松

―

廓
場
を
中
心
と
し
て
―
―

元
禄
期
の
近
松
が
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
の
作
者
を
兼
ね
、
狂
言
制
作
に
も
深
く

関
与
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
時

『
金
子

一
高

日
記
』
（以
下

『
金
子
日
記
し

（元
禄
十

一
年
）
が
発
見
、
紹
介
さ
れ
崎
ご
と

に
よ
り
、
道
外
役
者
金
子

一
高
と
協
力
し
て
精
力
的
に
狂
言
制
作
に
携
わ
る
近

松
の
姿
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。

今
後
は
、
近
松
が
狂
言
制
作
に
あ
た
り
ど
の
局
面
に
お
い
て
特
に
深
く
関
与

し
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
も
活
躍
し
て
い

た
彼
の
手
腕
が
ど
の
局
面
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
村
、）
ま
た
そ
の
局
面
が
元
禄

歌
舞
伎
史
上
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
個

々
の
狂
言
本
に
就
い
て
検
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
松
と
最
も
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
た
名
優
坂
田
藤
十

郎
の
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
側
面
に
新
た
に
光
を
あ
て
る
こ
と
で
、
如
上
の
間

題
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。
検
討
の
結
果
、
歌
舞
伎
と
浄
瑠
璃

双
方
を
含
み
こ
ん
だ
元
禄
上
方
劇
界
に
お
け
る
近
松
像
が
、
多
少
な
り
と
も
鮮

明
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一

坂
田
藤
十
郎
は
、
夕
霧
狂
言
に
代
表
さ
れ
る

「傾
城
買
の
や
つ
し
」
の
名
人

正

木

と
し
て
知
ら
れ
る
役
者
で
あ
る
。
元
禄
六
年
以
降
、
約
十
年
間
に
わ
た
り
藤
十

郎
と
緊
密
に
繁
が
り
、
多
く
の
狂
言
を
提
供
し
た
近
松
も
、
藤
十
郎
の
こ
の
「
傾

城
買
の
や
つ
し
」
の
至
芸
を
、
三
番
続
き
の
お
家
騒
動
狂
言
に
お
け
る
廓
場
で

最
大
限
に
生
か
す
こ
と
に
努
力
を
注
い
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
作

と
し
て

『
傾
城
仏
の
原
』

（
元
禄
十
二
年
　
都
万
太
夫
座
二
の
替
）
や
、

『
傾

城
壬
生
大
念
仏
』

（元
禄
十
五
年
　
同
座
二
の
替
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
廓
場
で
は
、
専
ら
藤
十
郎
扮
す
る
お
家
の
若
殿
の
明
る
い

「好
色
性
」
を

（
３
）

描
い
て
い
る
と
い
う
の
が
、
従
来
の
捉
え
方
で
あ

っ
た
。
し
か
し
果
た
し
て
、

「好
色
性
」
の
み
が
藤
十
郎
の

「傾
城
買
の
や
つ
し
」
の
特
色
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
近
松
と
藤
十
郎
の
結
び
付
き
が
確
認
さ
れ
る
最
初
の
作
品

『仏
母

摩
耶
山
開
帳
』
（以
下

『摩
耶
山
開
帳
し

舎
万
禄
六
年
春
　
都
万
太
夫
座
）
中

（
４
）

巻
の
廓
場
で
は
、
藤
十
郎
は
好
色

一
筋
の
若
殿
に
扮
し
、
夕
霧
狂
言
型
の
傾
城

事
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
五
年
後
の
元
禄
十

一
年
度
、

江
戸
の
名
優
中
村
七
三
郎
を
擁
し
た
早
雲
座
二
の
替
の
大
当
た
り
狂
言

『
傾
城

浅
間
嶽
』
（以
下

『
浅
間
嶽
し

に
対
抗
し
て
上
演
さ
れ
た
、
都
万
太
夫
座
の
二

の
替

『
傾
城
江
戸
桜
』
（以
下

『
江
戸
桜
し

中
巻
の
廓
場
で
は
、
次
の
如
き
局

面
が
展
開
し
て
い
る
。

（丸
が

っ
こ
内
は
役
者
名
。
か
ぎ
か
っ
こ
内
は
狂
言
本

か
ら
の
引
用
。
）



大
名
家
の
惣
領
高
加
茂
主
殿
之
介

（座
本
　
坂
田
藤
十
郎
）
は
、
禿
と
し

て
売
ら
れ
た
娘
に
会
う
た
め
、
新
町
の
廓
を
訪
れ
る
が
、
そ
こ
の
亭
主
が

生
き
別
れ
に
な

っ
て
い
た
弟
の
勘
由
之
介

（
大
和
屋
甚
兵
衛
）
で
あ
る
こ

と
を
知

っ
て
驚
く
。
勘
由
は
、
傾
城
吉
田

（霧
波
千
寿
）
に
入
れ
揚
げ
る

余
り
、
廓
の
亭
主
に
ま
で
身
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
主
殿
を
兄
と

知
ら
ず
に
、
吉
口
と
の
逢
瀬
の
仲
立
ち
を
頼
む
。
勘
由
が
吉
日
の
色
に
溺

れ
、
お
家
再
興
の
為
の
敵
討
ち
を
果
た
す
意
志
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を

憂
う
主
殿
は
、
傾
城
買
の
大
臣
を
装

っ
て
吉
日
と
会
う
。
吉
田
は
、
自
分

と
勘
由
と
の
仲
を
知
る
主
殿
の
不
義
を
諌
め
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
主
殿

は
、

「
さ
れ
ば
お
れ
は
こ
な
た
に
み
じ
ん
も
惚
れ
は
せ
ぬ
。
様
子
が
有
聞

か
し
や
れ
」
と
吉
日
に
執
心
な
き
こ
と
を
伝
え
、
お
家
再
興
の
た
め
勘
由

と
の
縁
を
切

っ
て
は
し
い
、
さ
も
な
く
ば

「
そ
な
た
を
殺
し
身
も
死
ぬ

る
」
と
、
命
懸
け
で
懇
願
す
る
。
吉
田
も
説
得
さ
れ
、
そ
の
晩
主
殿
と
二

人
で
廓
を
立
ち
退
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
こ
へ
、
主
殿
の
馴
染
み
の
傾

城
高
尾

〔吉
田
の
姉
〕
（水
木
辰
之
助
）
が
現
れ
倍
気
す
る
が
、
主
殿
は

吉
日
と
夜
着
の
中
に
入
る
な
ど
し
て
、
高
尾
を
冷
た
く
あ
し
ら
う
。
主
殿

と
吉
日
の
不
義
を
聞
き
付
け
た
勘
由
は
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
主
殿
の
普
を

切
る
。
主
殿
は
心
底
を
明
か
し
、
兄
と
し
て
勘
由
に
異
見
す
る
。
勘
由
も

先
非
を
悔
い
、
折
し
も
、
敵
が
廓
を
訪
れ
た
の
で
兄
弟
は
敵
討
ち
を
果
た

し
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
藤
十
郎
が
演
じ
て
い
る
若
殿
像
は
、

『摩
耶
山
開
帳
』
の
好

色

一
筋
の
若
殿
像
と
、
大
き
く
性
根
を
異
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
他
の
傾
城
と
夜
着
に
入
る
と
馴
染
み
の
傾
城
が
倍
気
す
る
な
ど
、
外
面
的

に
は
、
夕
霧
狂
言
の
傾
城
事
の
芸
態
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
と
し
て
お

家
再
興
の
た
め
に
命
を
賭
け
、
馴
染
み
の
傾
城
を
突
き
放
し
て
ま
で
も
偽
り
の

不
義
を
演
じ
て
弟
に
異
見
す
る
と
い
っ
た
実
事
仕
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
藤
十
郎
と
同
時
期
の
役
者
古
今
新
左
衛
門
に
つ
い
て
の
評
に
、

「男
女
の
濡
れ
事
お
か
し
く
味
を
や
ら
る
ヽ
。
武
道
の
や
う
な
る
堅
い
事
は
ふ

つ
ノ
ヽ
な
る
ま
い
」

（
三
国
役
者
舞
台
鏡
　
一死
禄
十

一
年
十

一
月
刊
　
新
左
衛

門
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
堅
さ
を
主
眼
と
す
る

「実
事
、
武
道
」
と
、
柔
ら
か

い

「
濡
れ
、
や
つ
し
」
は
相
反
す
る
芸
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
上
方
和
事
の

創
始
者
と
さ
れ
る
藤
十
郎
に
つ
い
て
も
、

「武
道
の
意
気
地
に
は
取
り
回
し
生

ぬ
る
く
。
此
の
道
し
か
ノ
ヽ
こ
な
れ
ず
。

（中
略
）
年
中
夕
霧
が
跡
を
弔
ら
は

し
て
を
き
た
い
ま
で
。
み
た
い
ま
で
ノ
ヽ
」

（役
者
大
鑑
合
彩
　
一万
禄
五
年
刊

藤
十
郎
条
）
と
い
っ
た
評
が
あ
る
の
で
、
従
来
の
研
究
で
は
彼
の
傾
城
事
と
実

事
を
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

如
上
の
廓
場
の
構
想
は
、
藤
十
郎
の
傾
城
事
の
持
つ
新
た
な
側
面
へ
の
注
視
を

促
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は

『浅
間
嶽
』
第
二
の
廓
場
と
の
関
連
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
濡
れ
事
の
名
手
た
る
七
三
郎
扮
す
る
若
殿
巴
之
丞
が
、
家
臣

の
妻
傾
城
三
浦

（芳
沢
あ
や
め
）
の
難
儀
を
救
う
と
い
う
実
な
る
目
的
で
彼
女

に
不
義
を
し
か
け
、
傾
城
の
夫
和
田
右
衛
門

（座
本
　
山
下
半
左
衛
門
）
に
よ

っ
て
草
履
打
ち
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
辱
め
を
与
え
ら
れ
た
後
、
書
置
に
よ

っ
て

心
底
を
明
か
し
、
主
従
和
解
し
て
敵
討
ち
に
臨
ん
で
い
る
。
七
三
郎
の
似
せ
恋

慕
の
演
技
も
ま
た
、
傾
城

へ
の
濡
れ
と
、
心
底
を
言
い
ほ
ど
く
実
事
を
巧
妙
に

取
り
合
わ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
江
戸
桜
』
と

『
浅
間
嶽
』
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
『金
子
日
記
』
の

出
現
に
よ
り
、

『浅
間
嶽
』
が
約

一
か
月
ほ
ど
先
行
し
、
そ
れ
に
遅
れ
て
上
演

（
５
）

さ
れ
た

『
江
戸
桜
』
は
不
評
の
た
め
十
六
日
間
ほ
ど
で
打
ち
切
ら
れ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
従
来
こ
の
二
作
は
、
共
に
金
銭
を
契
機
と
し
た
悲
劇
的
局
面
を
仕



組
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
影
響
関
係
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
白
方
勝
氏

は
、

『
江
戸
桜
』
は

『
浅
間
嶽
』
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た

（
６
）

と
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鳥
越
文
蔵
氏
は
、
藤
十
郎
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
名
優
と
共
に
作
者
近
松
を
も
抱
え
た
万
太
夫
座
が
、
早
雲
座
の

「
二
番

煎
じ
」
を
演
じ
る
は
ず
は
な
く
、
両
者
の
形
に
脚
色
さ
れ
る
よ
う
な
元
の
話
が

（
７
）

あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
氏
は
本
稿
で
指
摘

し
た
藤
十
郎
と
七
三
郎
の
廓
場
で
の
演
技
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
特
に
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
が
、

『
江
戸
桜
』
の
廓
場
で
の
藤
十
郎
の
演
技
は
、
明
ら
か

に

『
浅
間
嶽
』
に
お
け
る
七
三
郎
の
似
せ
恋
慕
の
演
技
を
意
識
し
て
、
同
様
に

実
事
の
要
素
を
付
与
し
た
傾
城
事
で
対
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
藤
十
郎
は
ま
さ
し
く
に
七
三
郎
の

「
二
番
煎
じ
」
に

甘
ん
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
実
事
を
付
与
し
た
藤
十
郎
の
傾
城
事
は

『
江

戸
桜
』
の
み
の
特
殊
な
現
象
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、

『
江
戸
桜
』
上
演
以
前
よ
り
、
藤
十

郎
は
、
三
番
続
き
の
お
家
騒
動
狂
言
に
お
い
て
は
、
夕
霧
狂
言
で
は
演
じ
ら
れ

な
か
っ
た
武
道
、
実
事
の
要
素
を
も
積
極
的
に
取
り
い
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て

い
た
こ
と
が
現
存
の
狂
言
本
よ
り
確
認
で
き
る
。
加
え
て
、
作
者
近
松
は
そ
の

よ
う
な
藤
十
郎
の
志
向
を
熟
知
し
て
、
実
事
を
付
与
し
た
傾
城
事
の
創
造
を
推

進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

大
坂 『は
赫
嘲
螂
¨
由
汁

れ （潮
一

と 『灘
働
新
機
」
パ
準
躍
ば
」
臨
弓
調
蛯
脚

で に
な

る
。
実
は
こ
の

『稚
物
語
』
第
三
に
、
実
事
の
要
素
を
付
与
し
た
傾
城
事
の
先

樅
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
以
下
梗
概
を
交
え
つ
つ
検
討
し
て
み
た
い
。

京
で
宮
仕
え
を
し
て
い
た
小
柴
掃
部
介
勝
重
は
、
浪
人
中
の
父
小
柴
郡
司
が

島
田
宿
に
て
番
場
忠
大
に
討
た
れ
た
事
を
知
り
、
浪
人
の
貧
苦
ゆ
え
傾
城
勤
め

を
強
い
ら
れ
て
い
る
妹
の
よ
し
姫
こ
と
虎
御
前
に
、
父
の
死
と
敵
討
ち
の
志
を

伝
え
る
た
め
傾
城
買
の
客
を
装

っ
て
、
大
磯
の
廓
を
訪
れ
る
。
こ
こ
で
、
妹
の

虎
と
の
傾
城
事
を
演
じ
る
勝
重
は
、

「武
芸
は
父
祖
の
家
業
を
継
い
で
和
歌
の

道
文
の
道
有
職
等
に
も
暗
か
ら
ず
。　
一
器
量
あ
ル
お
の
こ
」
と
し
て
形
象
化
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
廓
で
は
、
亭
主
か
ら
虎
が
十
郎
と
の
仲
を
せ
か
れ
て
絞
日
に

も
浮
舟
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、

「其
恋
知
り
が
恭
し
。
ち
と
身
共
等
が

し
こ
な
し
見
よ
は
や
ノ
ヽ
呼
べ
」
と
言

っ
て
虎
を
所
望
す
る
と
い
っ
た
粋
大
臣

ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
。
ま
た
、
十
郎
以
外
の
男
に
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
虎

が
、

「
よ
き
男
」
で
あ
る
上
に
、
思
い
や
り
の
あ
る
勝
重
に

「惚
れ
ノ
ヽ
」
と

な
り
、
幼
時
に
別
れ
た
兄
と
は
知
ら
ず
に

「寄
り
添
ふ
」
と
、
亭
主
は
勝
重
を

「今
の
世
の
粋
め
」
と
お
だ
て
て
お
り
、
外
面
的
に
は
文
武
両
道
の
色
男
に
よ

る
傾
城
事
が
展
開
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
色
男
勝
重
の
心
底
に
は
、
父
の
敵
討
ち
と
い
う
実
な
る
志
が

秘
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
傾
城
買
の
粋
大
臣
と
し
て
虎
と
対
面
し
た
彼
の
内

面
に
は
、
武
士
の
娘
で
あ
り
な
が
ら
浪
人
故
に
傾
城
勤
め
を
強
い
ら
れ
て
い
る

妹

へ
の
憐
慈
の
情
と
、
敵
討
ち
の
た
め
と
は
い
え
妹
を
傾
城
と
し
て
買

っ
て
盃

を
交
わ
す
我
が
身
の
浅
ま
し
さ
に
対
す
る
悲
嘆
の
思
い
が
温
れ
て
い
た
。
従

っ

て
、
床
入
り
の
場
で
も
、

「浮
世
を
思
ひ
巡
ら
せ
ば
無
念
さ
進
み
口
惜
し
く
只

泣
く
よ
り
外
の
事
ぞ
な
き
」
と
い
っ
た
深
刻
な
勝
重
の
愁
い
、

「
な
ふ
某
は
遊

興
な
ら
ず
」
以
下
の
心
底
の
告
白
、
兄
妹
の
愁
嘆
、
敵
討
ち
の
決
意
、
廓
か
ら

の
脱
出
な
ど
が
描
か
れ
、
濡
れ
を
主
体
と
し
た
夕
霧
狂
言
型
の
傾
城
事
の
床
入

り
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、

『
浅
間
嶽
』
や

『
江
戸
桜
』
で

演
じ
ら
れ
た
よ
う
な
、
実
事
の
要
素
を
付
与
し
た
傾
城
事
と
の
類
似
性
が
認
め



ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
虎
と
勝
重
が
廓
を
脱
出
し
た
あ
と
道
中
に
て
出
会

っ
た
十

郎
が
二
人
の
不
義
を
疑
う
と
い
っ
た
局
面
が
あ
る
が
、
こ
の
展
開
も
歌
舞
伎
と

同
工
で
あ
る
。

な
お
、
元
禄
四
年
九
月
都
万
太
夫
座

『
四
国
辺
路
』
第
二
の
廓
場
に
、

『稚

物
語
』
と
同
工
の
趣
向
が
見
え
る
。

『
四
国
辺
路
』
で
は
、
夫
の
敵
討
ち
を
志

し
て
室
の
廓
で
傾
城
勤
め
を
し
て
い
る
高
橋
の
も
と
に
、
弟
の
長
五
郎
が
家
臣

の
孫
介
と
共
に
傾
城
買
い
の
客
を
装

っ
て
訪
ね
て
く
る
。
長
五
郎
は
、
傾
城
買

い
の
客
の
如
く
振
舞

っ
て
、
暗
に
高
橋
に
敵
を
討
ち
損
ね
た
こ
と
を
伝
え
、
姉

の
身
の
上
を
嘆
く
が
、
高
橋
は
敵
を
討
ち
果
た
す
ま
で
は
お
互
い
会
う
ま
い
と

弟
を
諌
め
る
。
女
武
道
を
得
意
と
し
た
荻
野
左
馬
之
丞
扮
す
る
、
傾
城
高
橋
の

気
丈
さ
を
限
日
と
し
た
局
面
と
な

っ
て
い
る
が
、
敵
討
ち
に
姉
弟
の
傾
城
事
を

絡
ま
せ
て
い
る
点
、

『
稚
物
語
』
と
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
『稚
物
語
』

に
つ
い
て
は
、
献
上
本
の
奥
書
形
式
か
ら
元
禄
四
、
五
年
頃
の
上
演
と
す
る
（記

も
あ
り
、
両
作
の
先
後
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
が
、
た
と
え

『
四
国
辺
路
』
が

先
行
し
た
と
し
て
も
、
若
衆
方
の
山
下
才
三
郎
扮
す
る
、
ま
だ
世
慣
れ
ず
、
廓

で
も
家
臣
に
庇
護
さ
れ
、
時
に
気
の
弱
さ
を
の
ぞ
か
せ
る
少
年
長
五
郎
を
、

「今
年
既
十
八
」
の
意
志
的
な
勝
重
に
改
変
し
て
、
そ
の
粋
大
臣
ぶ
り
を
も
強

調
し
た
近
松
の
在
り
方
は
、
や
は
り
注
目
に
値
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
近
松
は
勝

重
の
よ
う
な
人
物
を
創
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
元
禄
初
年
当
時
、

夕
霧
狂
言
以
来
の
傾
城
事
で
名
声
を
博
し
な
が
ら
も
、　
一
方
で
内
面
的
な
実
事

の
演
技
を
も
追
求
し
、
新
境
地
を
開
拓
す
べ
く
模
索
し
て
い
た
藤
十
郎
の
姿
が

浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

藤
十
郎
”
一
演
が
最
初
に
確
認
さ
れ
る
狂
言
本
は
、
宮
本
瑞
男
氏
に
よ

っ
て

紹
介
さ
れ
た
現
存
最
古
の

『
あ
す
か
川
』

（貞
享
四
年
　
一只
　
岡
村
座
）
で
あ

る
。
本
作
で
は
、
藤
十
郎
は
大
殿
に
異
見
し
て
勘
当
さ
れ
浪
人
生
活
に
身
を
沈

め
る
武
士
倉
橋
源
左
衛
門
に
扮
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
役
柄
自
体
、
傾
城

狂
い
故
に
勘
当
さ
れ
る
夕
霧
狂
言
の
主
人
公
藤
屋
伊
左
衛
門
と
の
間
に
懸
隔
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
源
左
衛
門
は
、
第
二
前
半
の
世
話
場
で
、
浪
人
故
に
町
人
に

蝙
り
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
こ
と
を
恥
じ
、

「何
と

一
分
が
立
つ
も
の
ぞ
」
と
言

っ

て
自
害
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
女
房

（
岡
田
左
馬
之
助
）
に
止
め
ら
れ
る
。
武

士
の
一
分
や
義
理
を
強
く
意
識
す
る
源
左
衛
門
像
は
、
後
半
の
廓
場
で
も
変
わ

ら
な
い
。
帰
参
訴
訟
の
帰
途
、
源
左
衛
門
は
悪
性
者
の
友
人
と
出
会
い
、
無
理

や
り
廓
に
同
行
さ
せ
ら
れ
、
亭
主
に
向
か
っ
て

「あ
な
た
は
源
様
と
い
ふ
て
強

う
出
る
大
臣
じ
や
」
と
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
台
詞
は
、
藤
十
郎
の
夕
霧
狂
言
で

の
粋
大
臣
ぶ
り
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
源

左
衛
間
が

「
こ
れ
は
ご
挨
拶
じ
や
身
共
は
と
つ
と
初
心
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
、

あ
え
て
初
心
な
大
臣
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
藤
十

郎
は
、
こ
の
台
詞
に
よ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
廓
場
が
夕
霧
狂
言
の
そ
れ

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
観
客
に
示
唆
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（注
記

¨
狂
言
本
の
台
詞
は
舞
台
上
の
台
詞
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
は
な

い
が
、
そ
の
内
容
の
一
端
は
伝
え
て
い
る
も

の
と
し
て
扱
う
。
以
下
同
様
。）

源
左
衛
間
は
、
彼
の
帰
参
訴
訟
に
必
要
な
金
の
た
め
に
傾
城
に
身
を
沈
め
て
い

る
女
房
と
廓
で
偶
然
再
会
し
、
武
士
の
女
房
を
傾
城
に
し
て
は

一
分
が
立
た
ぬ

と
我
が
身
の
上
を
悲
嘆
し
て
、
自
害
せ
ん
と
す
る
。

「
刀
を
抜
い
て
突
き
立
て

ん
と
し
け
る
が
。
又
思
案
し
て
来
し
方
行
く
末
身
の
上
人
の
噂
千
々
に
乱
れ
刀

を
投
げ
捨
て
泣
き
ゐ
た
り
」
と
い
っ
た
狂
言
本
の
記
述
か
ら
、
武
士
の
体
面
を

重
ん
じ
る
浪
人
源
左
衛
門
の
内
面
の
動
揺
と
愁
い
が
真
実
味
を
持

っ
て
演
じ
ら

れ
た
こ
と
が
窺
え
、
こ
れ
に
続
い
て
展
開
す
る
夫
婦
の
愁
嘆
事
と
共
に
本
狂
言

の
最
大
の
山
場
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
藤
十
郎
は
、
翌
年
の

『
大
隈

川
源
左
衛
門
』

（以
下

『
大
隈
川
し

（元
禄
元
年
　
都
万
太
夫
座
）
第
二
の
世



話
場
で
も
、
左
馬
之
助
相
手
に
同
工
の
演
技
を
見
せ
て
い
石
¨

こ
の
よ
う
な
演

技
は
、
実
方
役
者
な
ど
が
主
に
演
じ
た

「義
務
詰
め
の
愁
嘆
事
」

（役
者

一
挺

鼓
　
開
口
　
一万
禄
十
五
年
刊
）
に
相
当
す
る
も
の
と
見
傲
せ
よ
う
。

宮
本
氏
は
、

『
あ
す
か
川
』
の
廓
場
で
の
藤
十
郎
が
、

「後
年
、
彼
が
若
殿

役
な
ど
で
演
し
た
廓
場
で
の
お
か
し
み
を
含
ん
だ
演
技
」
を
見
せ
ず
、

「
ひ
た

す
ら
愁
針
つ
勝

っ
た
浪
人
の
演
技
に
終
始
し
て
い
る
」
こ
と
に
注
意
を
喚
起
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
狂
言
本
の
記
述
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
濡
れ
や
お

か
し
み
と
は
対
照
的
な

「義
理
詰
め
の
愁
嘆
事
」
を
大
胆
に
も
廓
場
で
演
じ
た

点
に
こ
そ
、
夕
霧
狂
言
以
来
の
傾
城
事
に
飽
き
足
ら
ず
、
内
面
的
な
実
事
の
演

技
に
新
た
な
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
藤
十
郎
の
意
欲
が
看
取
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
意
図
に
反
し
、
濡
れ
や
傾
城
事
を
離
れ

た
藤
十
郎
の
演
技
は
、
観
客
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、

『
役
者
大
鑑
』

（
元
禄
五
年
二
月
刊
）
に
、

「他
の
愁
い
事
よ
り
傾

城
と
台
詞
し
て
色
ま
じ
く
ら
の
恨
み
泣
き
。
心
底
か
ら
よ
く
う
つ
り
て
悲
し
面

白
し
」

（藤
十
郎
条
）
等
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
当
時
の
観
客
は
あ
く
ま

で
も
彼
の
卓
越
し
た
傾
城
事
を
所
望
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、

藤
十
郎
の
実
事
が
観
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
彼
の
傾
城
事

と
有
機
的
に
絡
め
て
演
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
如
く
近
松
は
、
貞
享
三
年
に
は
狂
言
作
者
と
し
て
京
の
歌
舞
伎
界
に

関
わ
っ
て
い
た
。
か
つ
て
信
多
純

一
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

近
松
と
藤
十
郎
の
接
点
と
し
て
宇
治
加
賀
像
が
想
定
さ
れ
稀

．
加
賀
像
の
仲
介

に
よ
り
、
近
松
と
藤
十
郎
は
早
く
か
ら
接
触
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
あ

り
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
元
禄
初
年
当
時

の
近
松
は
、

『
あ
す
か
川
』
や

『
大
隈
川
』
な
ど
で
内
面
的
な
実
事
の
演
技
に
挑
戦
し
て
い
る
藤
十
郎
に
共
感

を
抱
き
、
彼
の
実
事
と
傾
城
事
を
融
合
さ
せ
る
必
要
性
を
も
逸
早
く
察
知
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
近
松
は
、
藤
十
郎
の
実

事
を
生
か
し
た
歌
舞
伎
の
廓
場
を
仕
組
む
よ
う
な
機
会
を
、
末
だ
得
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
舞
伎
に
先
立
ち
、
浄
瑠
璃

『
稚
物
語
』

第
三
の
廓
場
で
、

『
あ
す
か
川
』
で
の
藤
十
郎
の

「義
理
詰
め
の
愁
嘆
」
と
同

質
の
浪
人
の
愁
い
を
見
せ
、
敵
討
ち
の
志
を
秘
め
る
な
ど
の
実
方
的
性
格
を
備

え
な
が
ら
、
虎
御
前
相
手
に
叙
情
味
温
れ
る
傾
城
事
を
も
披
露
す
る
勝
重
を
創

出
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
勝
重
の
粋
大
臣
ぶ
り
は
、
藤
十
郎
が

『
あ
す
か

川
』
で
あ
え
て
初
心
な
大
臣
を
標
榜
し
、
浮
い
た
演
技
は
殆
ど
見
せ
な
か
っ
た

の
と
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
廓
場
の
構
想
こ
そ
、
藤
十
郎
風
の
傾
城
事

に
実
事
を
有
機
的
に
絡
ま
せ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

『稚
物
語
』
は
当
時
好
評
を
博
し
た
浄
瑠
璃
で
あ

っ
鉾
も
し
く
、
地
方
で
の

興
行
記
録
な
ど
に
し
ば
し
ば
本
作
の
名
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
特
に
勝
重
は
、
近

松
も
愛
着
を
抱
い
て
い
た
人
物
で
あ

っ
た
の
か
、
後
年
彼
が
関
与
し
た
歌
舞
伎

場『漱』綺嘴絆悔蒔脅けも（商輔一疇載岬
『［”議「榊げ“同一利は醒ヽ

勝
重
の
活
躍
す
る
廓
場
に
大
い
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藤
十
郎
が
、

近
松
と
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
っ
た
の
も
、
或
い
は
、
以
上
の
よ
う
に
近
松
が

彼
の
実
事
志
向
に
対
し
深
い
理
解
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
、　
一
つ
の
大
き
な
要

因
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、

『
江
戸
桜
』
の

廓
場
に
至
る
ま
で
の
道
程
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

三

近
松
関
与
第

一
作
日
の
歌
舞
伎

『摩
耶
山
開
帳
』
の
廓
場
で
は
、
第

一
章
で

触
れ
た
よ
う
に
藤
十
郎
は
夕
霧
狂
言
型
の
傾
城
事
を
演
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

藤
十
郎
と

「車
の
両
輪
」
と
称
さ
れ
た
座
本
山
下
半
左
衛
門
が
得
意
と
し
た
や



（
Ｆ
）

つ
し
か
ら
武
道

へ
の
移
り
を
上
巻
の
見
せ
場
と
し
、
中
巻
の
廓
場
で
は
藤
十
郎

赫
団
】

る 一
輸
わ
麺
詢
畷
¨
一
一
れ
一
時
れ

れ
（
る

狂
贄
一
に
以
¨
」
「
い
籍
罐
け
講

瑠
璃
と
異
な
り
座
組
そ
の
他
の
制
約
が
あ
り
、
藤
十
郎
の
志
向
が
常
に
廊
場
に

反
映
し
た
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
元
禄
七
年
度
の
歌
舞
伎
界
で
の
近
松

¨
『
鰤
喩
［
嘲
】
し
』
赫
Ｆ
盪
岬
獅
鴇
動
ｒ
」
詢
時
¨
囃
計
卿
れ
い
筆
獅
岬

つ と

て
き
た
の
は
、
次
の
元
禄
八
年
度
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
早
雲
座

の
二
の
替

『
傾
城
阿
波
の
鳴
門
』
（以
下

『
阿
波
の
鳴
門
し

あ
た
り
か
ら
、
藤

十
郎
の
志
向
が
廓
場
に
反
映
さ
れ
る
様
相
が
窺
え
る
。

本
作
中
巻
で
は
、
藤
十
郎
扮
す
る
大
名
家
の
惣
領
斑
鳩
大
蔵
が
、
彼
の
幼
い

娘
の
難
を
救

っ
て
傾
城
に
身
を
沈
め
る
御
物
師

（水
木
辰
之
助
）
に
恩
義
を
感

じ
、
彼
女
を
請
け
出
す
た
め
に
乳
守
の
廓
を
訪
れ
る
。
そ
の
御
物
師
は
、
実
は

彼
が
か
つ
て
馴
染
ん
だ
傾
城
和
州
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
知

っ
た
大
蔵
は
、　
Ｆ
」

ゝ
は
義
理
と
云
う
物
じ
や
娘
を
渡
し
。
和
州
が
難
を
救
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言

い
、
編
み
笠
で
顔
を
隠
し
、
三
度
の
勤
め
を
強
い
ら
れ
て
い
る
和
州
の
大
夫
姿

に
忍
び
涙
を
流
す
。
夕
霧
狂
言
型
の
傾
城
買
い
の
主
人
公
が
、
己
の
色
欲
の
た

め
に
廓
を
訪
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
義
理
の
た
め
に
廓
を
訪
れ
る
若

殿
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
蔵
の
愁
い
は
、

『
あ
す
か
川
』
の
源
左
衛
門
の
愁

い
な
ど
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
し
か
し
結
果
的
に
は
、
馴
染
み
の
傾
城
と
対
面
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
義
理

一
筋
で
は
な
く
、
藤
十
郎
得
意
の
色
め
い
た
演
技

が
こ
の
あ
と
披
露
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
期
待
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

果
た
し
て
和
州
の
身
請
け
話
が
持
ち
上
が
り
、
大
蔵
は
立
腹
し
て
日
説
と
な
る
。

が
、
そ
の
身
請
け
の
大
臣
は
、
実
は
大
蔵
の
弟
十
介

（
大
和
屋
甚
兵
衛
）
で
あ

っ
た
。
十
介
の
和
州

へ
の
思
い
が
成
就
せ
ぬ
か
ぎ
り
お
家
再
興
が
果
た
せ
な
い

こ
と
を
知

っ
た
大
蔵
は
和
州
に
対
し
、
十
介
と
夫
婦
に
な

っ
て
く
れ
、
さ
も
な

く
ば
自
分
は
切
腹
す
る
と
懇
顔
す
る
。
こ
の
懇
願
の
内
容
は
、
弟
の
恋
を
阻
止

し
よ
う
と
し
た

『
江
戸
桜
』
と
は
逆
で
あ
る
が
、
口
説
な
ど
の
傾
城
事
に
精
通

し
て
い
な
が
ら
義
理
を
重
ん
じ
、
時
に
は
己
の
色
欲
や
命
を
断
つ
こ
と
も
辞
さ

な
い
若
殿
像
が
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
の
時
点
で
既
に
創
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
藤
十
郎
の
傾
城
事
と
、
彼
が
元
禄
初
年
頃
か
ら
志

向
し
て
き
た
実
事
と
を
巧
み
に
融
合
し
た
如
上
の
廓
場
の
仕
組
に
限

っ
て
言
え

ば
、
浄
瑠
璃

『稚
物
語
』
の
廓
場
で
夙
に
成
功
を
お
さ
め
て
い
た
近
松
が
中
心

と
な

っ
て
進
め
、
あ
る
程
度
の
構
想
が
固
ま
っ
た
段
階
で
、
細
か
い
演
技
の
段

取
り
を
金
子

一
高
に
相
談
す
る
と
い
っ
た
形
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。本

作
上
巻
に
、
大
蔵
が
土
持
ち
に
や
つ
し
た
姿
の
ま
ま
、
自
分
を
兄
と
は
知

ら
な
い
十
介
に
異
見
す
る
と
い
う
局
面
が
あ
る
。
柔
ら
か
い
や
つ
し
に
堅
い
異

見
事
を
配
合
し
た
こ
の
よ
う
な
演
技
は
、

「
両
輪
」
の
一
た
る
半
左
衛
門
の
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
を
狂
言
取
り
し
た

『念
彼
観
音

力
』

（
元
禄
八
年
　
大
坂
　
嵐
座
）
で
は
、
大
蔵
役
を
半
左
衛
門
の
芸
風
を
引

く
山
下
又
四
郎
が
演
じ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
藤
十
郎
に

「
山
下
が

か
り
」
を
演
じ
さ
せ
る
こ
と
を
発
案
し
た
の
も
、
以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
近

松
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
藤
十
郎
の
実
事
を
、

柔
ら
か
い
演
技
の
中
に
融
け
込
ま
せ
て
効
果
的
に
生
か
す
こ
と
を
眼
日
と
し
た

局
面
の
仕
組
に
関
し
て
は
、
金
子
よ
り
も
近
松
が
主
導
権
を
握

っ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
の
廓
場
が
、

配
役
も
殆
ど
同
じ
く
し
て
二
年
後
の

『
江
戸
桜
』
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は

ほ
ぼ
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

『
江
戸
桜
』
の
廓
場
の
構
想
に
至
る
道
程
に
お
い
て
看
過



で
き
な
い
作
品
が
、
今

一
作
存
在
す
る
。
近
松
の
浄
瑠
璃

『吉
野
忠
信
』
で
あ

移
ｒ
』
紳
碑

。 一
“
動
場
は
一
脚
動
い
に

様 『
囃
¨
鵡
耐
詢
嘲
鯵
蹄
噸
蒔
轍
饂
辞
「

主
君
義
経
の
馴
染
み
の
傾
城
若
紫
を
揚
詰
め
に
す
る
ほ
ど
の
粋
大
臣
と
し
て
登

場
す
る
。
そ
し
て
、
勝
重
が
敵
討
ち
と
い
う
目
的
を
心
底
に
秘
め
て
い
た
如
く
、

忠
信
も
ま
た
、
義
経
の
遊
蕩
が
頼
朝

へ
の
議
言
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
憂

い
、
主
君
の
廓
通
い
を
阻
止
す
る
た
め
、
若
紫
の
合
意
の
も
と
に
揚
詰
め
の
大

臣
を
装

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
色
に
溺
れ
み
ず
か
ら
の
立
場
を
見
失

っ
て
い

る
若
殿
を
諌
め
る
実
な
る
目
的
か
ら
傾
城
買
の
大
臣
を
装
う
と
い
う
本
作
の
廓

場
の
構
想
は
、

『
江
戸
桜
』
の
そ
れ
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

義
経
が
、
若
紫
と
忠
信
の
不
義
を
疑
う
と
い
う
展
開
も

『
稚
物
語
』
と
同
じ
で

あ
り
、

『
江
戸
桜
』
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
実
質
的
に
は
、
若
紫
と
忠

信
と
の
間
に
不
義
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
二
人
が
廓
で
名
残
を
惜
し
み

¨̈
刹力ヽれに鰤『［呻梓熱″』」もヵ、嗅［ゆつと）お・のぬ漱［剰熱̈
鄭れ』

十
分
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
第
三
で
は
、
傾
城
若
紫
と
忠
信
の
仲
を
疑
い
格
気
す
る
忍
び
妻
花
紫

を
な
だ
め
る
た
め
、
忠
信
は
滑
稽
味
の
あ
る
廓
話
を
し
て
傾
城
の
生
態
を
語
る

と
い
っ
た
粋
な
面
を
の
ぞ
か
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
の
局
面
で
は
、
主
君

義
経

へ
の
忠
義
を
優
先
し
て
、
深
い
情
愛
を
交
わ
し
て
い
た
花
紫
に
潔
く
別
れ

を
告
げ
る
忠
信
の
姿
が
描
出
さ
れ
て
お
り
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
や

『
江
戸
桜
』

で
藤
十
郎
が
演
し
た
、
色
と
実
の
両
面
を
具
有
し
た
人
物
像
と
の
共
通
性
が
見

制章一陣”ｒ二『嗜岬南蒔ければで『蜘』評滋鰤期脚詢】汁黎「
『りげ商

の
鳴
門
』
と
の
先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
近
松
が
藤
十
郎
と
の

結
び
付
き
を
確
実
な
も
の
と
し
、
藤
十
郎
の
実
事
を
生
か
し
た
廓
場
の
構
想
に

心
を
砕
い
て
い
た
時
期
に
創
ら
れ
た
浄
瑠
璃
で
あ
る
と
推
測
し
て
差
し
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
近
松
関
与
の
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
の
廓

場
の
構
想
を
辿

っ
て
く
れ
ば
、
第

二
早
で
触
れ
た

『浅
間
嶽
』
の
廓
場
に
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
や

『吉
野
忠
信
』
か
ら
の
直
接
、
間
接
の
影
響
を
看
取
す
る

こ
と
が
容
易
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『浅
間
嶽
』
で
は
、
七
三
郎
扮
す
る
若
殿
巴
が
、
彼
の
好
色
ゆ
え
わ
が
子
を

殺
さ
れ
、
そ
の
上
二
度
の
傾
城
勤
め
に
身
を
沈
め
る
こ
と
と
な

っ
た
三
浦
に
義

理
を
感
じ
て
、
彼
女
を
労
う
目
的
で
廓
を
訪
れ
て
い
る
。
が
、
結
局
は
馴
染
み

の
傾
城
奥
州

（岩
井
左
源
太
）
と
も
再
会
し
て
口
説
事
を
演
じ
る
。
こ
の
よ
う

な
展
開
は

『
阿
波
の
鳴
門
』
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の
似
せ
恋

慕
の
演
技
は
、　
コ
ロ野
忠
信
』
な
ど
に
見
ら
れ
た
色
男
に
よ
る
実
な
る
目
的
か

ら
の
傾
城
買
の
似
せ
大
臣
の
趣
向
に
示
唆
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

妻
三
浦

へ
の
主
君
の
不
義
を
疑
う
和
日
右
衛
間
に
対
し
巴
が
、

「我
が
女
房
に

身
は
執
心
は
な
い
」
と
言
い
放
つ
台
詞
は
、
忠
信
が
主
君
義
経
に

「毛
頭
某
紫

殿
に
心
あ
つ
て
の
事
な
ら
ず
」
と
若
紫
に
不
義
な
き
こ
と
を
告
白
す
る
台
詞
に

通
じ
よ
う
。

『浅
間
嶽
』
に
お
い
て
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
以
来
の
実
を
秘
め
た

て
い
る
早
雲
座
で
あ
る
か
ら
、
人
気
を
博
し
て
い
た
浄
瑠
璃

『
吉
野
忠
信
』
か

』〕
「響後耀け」「『いいけけれ詢″【“げは〓黎一一に利̈
藤疇衆

も
配
し
つ
つ
、
早
雲
座
は
新
た
な
局
面
を
形
成
し
た
。
近
松
は

『浅
間
嶽
』
の



廓
場
の
構
想
に
、

『
阿
波
の
鳴
門
』
や

『
吉
野
忠
信
』
の
影
響
を
看
取
し
、
万

太
夫
座
の
座
付
き
作
者
と
し
て
早
雲
座
の
挑
戦
を
受
け
て
立
つ
ぺ
く
、

『
江
戸

桜
』
に
お
い
て
も
こ
の
二
作
を
取
り
合
わ
せ
た
如
き
廓
場
を
構
想
す
る
こ
と
で
、

藤
十
郎
こ
そ
廓
場
に
実
事
を
導
入
し
た
本
家
た
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
金
子
日
記
』
二
月
十

一
日
条
に

「
四
ツ
時
分

二
信
盛
来

り
　
替
り
狂
言
ノ
四
番
メ
ノ
ツ
メ
ヲ
談
合
」
と
見
え
る
。

「
四
番
メ
ノ
ツ
メ
」

は
、
こ
こ
で
は

『
江
戸
桜
』
の
廓
場
を
指
す
。
想
像
を
巡
ら
せ
ば
、
或
い
は
こ

の
時
近
松
は
金
子
に
、
自
作
の
浄
瑠
璃

『吉
野
忠
信
』
か
ら
の
趣
向
摂
取
な
ど

を
提
案
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
嘘

今」ぃ
『しだ時な｝趣い陣醐れ
「ていは「勁晴蹴｝浸ぬつ状嘲「一華」に、

削い馘濤〔】押̈
Ⅷれに向囃̈
は制榊̈
』嗜峰あ（続抑報『棘卿はい一

」］満蒲̈
臓隋一颯動マ議れはい一ｒ知嘲蛹̈
［ユれ″罐嘱】あ（生獅。

と
す
れ
ば
、
傾
城

へ
の
濡
れ
か
ら
、
心
底
を
明
か
す
武
湖
ヾ
の
鮮
や
か
な
転
換

を
眼
目
と
し
た
似
せ
恋
慕
の
演
技
の
成
功
は
、
後
に

「濡
れ
よ
り
武
道
を
う
つ

し
。
武
道
よ
り
濡
事
に
う
つ
ら
る
ヽ
あ
ん
ば
い
。
ど
う
も
言
は
れ
ぬ
味
な
所
あ

り
」

（役
者
御
前
歌
舞
妓
　
江
戸
　
一万
禄
十
六
年
三
月
刊
　
七
三
郎
条
）
と
評

さ
れ
る
七
三
郎
の
芸
風
を
形
成
す
る
契
機
と
な

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

翌
年
布
袋
屋
座
二
の
替

『
名
古
屋
山
三
』
で
は
、
七
三
郎
は
山
三
に
扮
し
、
傾

城
の
難
儀
を
救
う
た
め

「色
を
離
れ
て
。
頼
も
し
づ
く
の
仮
枕
」

（
狂
言
本
所

載
の
評
判
）
を
交
わ
し
、

『
江
戸
桜
』
廓
場
で
の
藤
十
郎
の
演
技
を
も
思
わ
せ

』
」

「
一

前 っ
¨
】
睛
嫌
勲
詢
蔽
い
０
げ
秒
れ
ヽ
一
な
い
盪
畔
眸
け
グ
『
州
『
］
刹

見
倣
せ
よ
う
。

に
は
ぃ
な
輸
猜
け
」
疇
罐
』
獅
吻
器
料
］
”
［
「
融
『
噸
い
に
た
勒
嗜
商
瀬
彬

汲
み
、
武
道
に
も
長
け
た
桜
山
庄
左
衛
間
が
若
殿
を
演
じ
た
の
に
対
し
、
音
羽

座
で
は
、
濡
れ
は
殆
ど
見
せ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
実
方
音
羽
次
郎
三
郎
が
若
殿

に
扮
し
て
心
底
秘
め
た
傾
城
買
い
を
演
じ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
以
後
、
庄

左
衛
門
は
、

「武
道
も
な
さ
れ
濡
れ
の
や
つ
し
も
な
さ
る
ヽ
」

（役
者
略
請
状

坂
　
一死
禄
十
四
年
三
月
刊
　
庄
左
衛
門
条
）
と
評
さ
れ
る
幅
広
い
芸
風
を
定
着

さ
せ
、
実
事

一
辺
倒
で
あ

っ
た
次
郎
三
郎
は
、

「
堅
い
中
の
」

「き
つ
と
し
た

濡
れ
事
」

（役
者

一
挺
鼓
　
次
郎
三
郎
条
）
で
評
判
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、
七
三
郎
の
似
せ
恋
慕
の
演
技
は
、
上
方
劇
壇
に
と

っ
て
も
濡
れ
と

実
事
の
融
合
を
推
進
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
意
義
深
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
演
技
も
ま
た
、
近
松
関
与
の
浄
瑠
璃
や
藤
十
郎
主
演
歌
舞

伎
の
影
響
下
に
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
元
禄
劇
史
上
銘
記
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

四

『
江
戸
桜
』
は
興
行
的
に
は
失
敗
し
た
が
、
廓
場
で
の
演
技
は
、
七
三
郎
に

と

っ
て
の
似
せ
恋
慕
の
演
技
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
藤
十
郎
に
と

っ
て
彼

の
実
事
を
深
化
さ
せ
る
重
大
な
転
機
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
同
年
四
月
上
演
の

『
一
心
二
河
白
道
』

（以
下

『
二
河
白
道
し

に
お
い

て
、
彼
と
し
て
は
異
色
な
家
老
役
に
扮
し
、
主
君
へ
の
異
見
事
や
、

「侍
の
義

理
」
の
た
め
に
最
愛
の
女
房

（水
木
辰
之
助
）
を
離
縁
す
る
と
い
っ
た
演
技
を

試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
せ
ら
れ
る
。
ま
た
本
作
で
も
、
藤
十
郎
は
義
理

一

筋
で
は
な
く
、
女
房
と
の
口
説
や
濡
れ
も
演
じ
て
い
る
。
廓
場
で
実
現
し
た
濡



れ
と
実
事
を
混
ぜ
て
の
芸
態
を
、　
コ
一河
白
道
』
の
如
き
傾
城
事
を
離
れ
た
演

目
に
お
い
て
も
演
じ
て
み
せ
る
程
、
藤
十
郎
自
身
の
実
事
に
対
す
る
自
信
が
深

熊
つ
て
ぃ
た
こ
と
が
窺
ぇ
る
。
さ
ら
に
、
秋
に
は

『
阿
波
の
鳴
門
』
が
再
演
さ

れ
、
藤
十
郎
は
、
義
理
を
重
ん
じ
る
若
殿
に
再
度
扮
し
て
い
る
。

翌
年
二
の
替
の
大
当
た
り
狂
言

『
傾
城
仏
の
原
』
で
は
、
夕
霧
狂
言
以
来
の

藤
十
郎
の
傾
城
事
の
魅
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
藤
十
郎
扮

す
る
若
殿
は
好
色

一
筋
で
は
な
か
っ
た
。
馴
染
み
の
傾
城
今
川

（霧
波
千
寿
）

菱̈

沐

断

螺
婆

蠍

炒

煽

趣
向
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
局
面
で
は
、
元
禄
初
年
以
来
藤
十
郎

の
志
向
し
た

「義
理
詰
め
の
愁
嘆
」
が
傾
城
事
の
中
に
無
理
な
く
融
け
こ
ん
で

お
り
、
近
松
と
藤
十
郎
が
迪
り
着
い
た
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

諷
“
げ

「 こ
¨
燎
¨
衆
醸
け
回
¨

力ヽ 実
疇
¨
彎
は
い
勢
い
け
弗
い
ゆ
「

（ ぅ
は
い
「
『

武
道
事
竹
嶋
山
下
の
や
う
に
は
な
け
れ
ど
し
つ
は
り
と
し
て
正
真
の
実
事
と
い

ふ
物
な
る
べ
し
。
た
と
へ
ば
大
坂
に
て
の
滝
口
京
に
て
の
橋
姫
主
人
に
向
か
つ

て
の
異
見
ま
事
の
や
う
に
思
は
れ
」

（
口
三
味
線
返
答
舌
鼓
　
一尿
　
一九
禄
十
二

年
六
月
刊
　
藤
十
郎
条
）
の
如
く
、
彼
の
傾
城
事
だ
け
で
な
く
、
異
見
事
な
ど

の
実
事
の
演
技
に
も
注
目
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
え
始
め
る
。
以
後
元
禄
末

年
頃
ま
で
、
藤
十
郎
は
近
松
と
の
提
携
の
中
で
濡
れ
と
実
事
の
双
方
を
磨
き
上

げ
、
や
が
て

「濡
れ
は
濡
れ
。
武
道
は
武
道
。
実
事
は
実
事
と
。　
一
つ
ノ
ヽ
指

折
は
。
松
の
葉
の
言
ひ
尽
く
さ
れ
ぬ
大
当
り
狂
言
。」
（役
者
舞
扇
子
　
一示
　
一万

禄
十
七
年
四
月
刊
藤
十
郎
条
）
と
の
評
判
を
獲
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
夕
霧
狂
言
の
名
声
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
元
禄
初
年
頃
か
ら
内
面

的
な
実
事
を
も
真
摯
に
追
求
し
て
い
た
藤
十
郎
の
新
た
な
側
面
と
、
彼
の
そ
の

よ
う
な
在
り
方
に
共
鳴
し
、
歌
舞
伎
と
浄
瑠
璃
双
方
の
廓
場
で
の
実
事
を
付
与

し
た
傾
城
事
の
創
造
に
努
め
て
、

『浅
間
嶽
』
の
似
せ
恋
慕
の
演
技
に
も
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
作
者
近
松
の
姿
を
追

っ
て
み
た
。
元
禄

期
、
藤
十
郎
の
芸
の
魅
力
に
惹
か
れ
続
け
た
近
松
に
と

っ
て
、
歌
舞
伎
に
比
し

て
制
約
の
少
な
い
浄
瑠
璃
は
、
時
に
歌
舞
伎
よ
り
も
先
に
、
藤
十
郎
の
志
向
す

る
よ
う
な
趣
向
を
実
現
し
、
そ
れ
を
洗
練
し
て
い
く
場
と
し
て
も
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
近
松
の
浄
瑠
璃
で
成
功
を
お
さ
め
た
趣

向
が
、
藤
十
郎
の
肉
体
を
得
て
歌
舞
伎
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
も
、
近
松
の
浄
瑠
璃
制
作
と
歌
舞
伎
制
作
が
地
続
き
で
あ

っ
た
こ

と
を
想
像
さ
せ
る

『金
子
日
記
』
四
月
二
十

一
日
条

「
四
ツ
時
分

二
信
盛
来
リ

テ
　
大
坂
儀
太
夫
上
留
璃
ノ
相
談
」
と
い
う
記
事
は
、
示
唆
的
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
で
は
、
金
子
は
い
か
な
る
形
で
浄
瑠
璃
制
作
に
関
与
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
今
後
さ
ら
に
近
松
関
与
の
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
の
手
法
を
探

っ
て
い
く
中
で
、

こ
の
興
味
深
い
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
手
掛
か
り
を
得
た

い
と
思
う
。

注（１
）

和
田
　
修
氏

「資
料
翻
刻
　
金
子
吉
左
衛
門
関
係
元
禄
歌
舞
伎
資
料
二
点
」

∩
歌
舞
伎
の
狂
言
』
平
成
４
・
７
）

（２
）

近
時
、
大
橋
正
叔
氏
が
同
様
の
観
点
か
ら
近
松
関
与
の
狂
言
本
を
検
討
さ
れ
、

近
松
が
浄
瑠
璃
で
描
い
た

「人
間
の
内
面
の
情
」
と
、
藤
十
郎
の
写
実
風
の
演

技
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た

（「近
松
の
後
悔

（
一一ビ

山
辺

道
３８
）０

（３
）

近
藤
瑞
男
氏

「『廓
場
』
考
」

（立
教
大
学
日
本
文
学
３４
）ヽ

日
口
章
子
氏

「上
方
歌
舞
伎
に
お
け
る
和
事
」
（学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
３２
）
等
。

（４
）

夕
霧
狂
言
の
内
容
、
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
、
諏
訪
春
雄
氏

「夕
霧
阿
波
鳴

渡
の
成
立
」

（文
学
語
学
２３
）
を
参
照
。

（５
）

『金
子
日
記
』
で
は
『箕
面
山
役
行
者
』
と
記
さ
れ
る
。
注
（１
）和
田
氏
前

掲
論
文
参
照
。



（
６
）

弓
傾
城
浅
間
嶽
』
と
近
松
の
歌
舞
伎
狂
言
」
（愛
媛
国
文
研
究
１２
）

（
７
）

「傾
城
江
戸
桜
と
上
京
の
話
始
」
合
元
禄
歌
舞
伎
攻
』
平
成
３
・
１０
）

（８
）

阪
口
弘
之
氏

「元
禄
期
淡
路
操
芝
居
の
地
方
興
行
」
（文
学
史
研
究
２９
）

（９
）

黒
木
勘
蔵
氏

『
近
松
門
左
衛
門
』
（昭
和
１７
・
１
）

（１０
）～
（１２
）

「翻
刻
あ
す
か
川
」
（立
教
大
学
日
本
文
学
３４
）

（・３
）

「近
松
の
伝
記
」
（解
釈
と
鑑
賞
　
昭
和
３２
・
‐
）

（・４
）

注
（
８
）参
照
。

（‐５
）

鈴
木
光
保
氏

『
上
方
狂
言
本

（曽
我
物
）
と
研
究
』
（昭
和
６‐
．
１０
）。
以
後

の
曽
我
狂
言
に
も
、
勝
重
は
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
。

（・６
）

元
禄
歌
舞
伎
役
者
が
親
し
く
浄
瑠
璃
に
接
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

稿

「宇
治
座
の
浄
瑠
璃
と
江
戸
歌
舞
伎
と
の
交
流
」

（近
世
文
芸
５８
）
で
も
述

べ
た
。

（・７
）

「山
下
が
か
り
の
一
流
」
と
称
さ
れ
た
半
左
衛
門
の
芸
風
に
つ
い
て
は
、
後

藤
多
津
子
氏

「山
下
京
衛
門
論
」

（近
世
文
芸
２９
）
参
照
。

（・８
）

た
だ
し
同
年
同
座

『
大
宮
人
の
初
し
ま
だ
』

（近
松
署
名
な
し
）
で
は
藤
十

郎
と
半
左
衛
門
両
人
が
お
家
の
家
臣
に
扮
し
て
悪
を
暴
い
た
り
、
詰
め
開
き
を

見
せ
る
局
面
が
あ
る
。

（・９
）

「山
下
京
右
衛
門

（
一
と

（歌
舞
伎
研
究
と
批
評
２
）
参
照
。

（２０
）

「知
勇
を
兼
し
優
し
男
や
。
有
職
の
道
文
の
道
色
の
道
な
を
疎
か
ら
ず
。
此

の
里
知
り
の
名
取
川
」
と
形
象
化
さ
れ
る
。

（２．
）

「御
縁
も
あ
ら
ば
又
こ
そ
と

（忠
信
は
。
筆
者
注
）
名
残
り
惜
し
げ
に
出
け

れ
ば
。
紫
も
袂
に
す
が
リ
ハ
テ
何
言
ふ
も
君

（義
経
を
指
す
。
前
同
）
が
た
め
。

嘆
き
給
ふ
な
さ
ら
ば
ゑ
と
涙
と
。
共
に
別
れ
け
る
。
こ
ヽ
ろ
ざ
し
こ
そ
や
さ
し

け
れ
。」
と
あ
る
。
ま
た
、

『
近
松
全
集
１７
』
（岩
波
）
一
八
三
頁
所
載
の
絵
入

本

（
二
丁
裏
下
）
挿
絵
参
照
。

（２２
）

従
来
は
、

『
鶏
鵡
籠
中
記
』
に
よ
り
元
禄
十
年
七
月
十
六
日
以
前
上
演
と
推

定
さ
れ
て
い
た

（『義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
等
）
。

（２３
）

大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
編

「近
世
文
学
展
示
資
料
解
題
」

（平

成
５
・
１１
）

（２４
）

信
多
純

一
氏

「加
賀
稼
年
譜
補
正
」
合
古
浄
瑠
璃
集
　
加
賀
嫁
正
本
１
』
昭

和
４３
・
７
）

（２５
）

『今
昔
操
年
代
記
』
（享
保
１２
）

（２６
）

土
田
衛
氏

「『け
い
せ
い
浅
間
嶽
』
と

『南
大
門
秋
彼
岸
ヒ
　
（岩
波

『
近
松

全
集
３
』
月
報
）

（２７
）

岩
井
員
賓
氏
に
よ
っ
て
、

『江
戸
桜
』
の
廓
場
の
前
に
位
置
す
る
世
話
場

（藤
十
郎
は
登
場
し
な
い
）
の
仕
組
は
、
金
子
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
と
す

る
説
が
出
さ
れ
て
い
る

（「
卯
月
九
日
其
暁
の
明
星
が
茶
屋
』
考
」
福
岡
女
学

院
短
期
大
学
紀
要
２９
）０

（２８
）

鳥
越
文
蔵
氏

「元
禄
期
の
当
狂
言
」

（コ
雀
体
歌
舞
伎
攻
し

（２９
）

「
堀
川
波
鼓
』
小
考
」

（『歌
舞
伎
　
浄
瑠
璃
　
こ
と
ば
』
平
成
６
・
６
）

（３０
）

『
役
者
み
み
か
き
』
（元
禄
５
カ
）、
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
（元
禄
６
・
１
）
等
。

（３‐
）

「武
道
は
さ
つ
は
り
と
し
て
軽
し
。
よ
つ
て
浅
間
嶽
も
書
置
一
つ
に
て
入
組

ん
だ
狂
言
を
ほ
ど
か
れ
た
る
も
面
白
し
」

（
日
三
味
線
返
答
舌
鼓
　
一ふ
　
七
三

郎
条
）

（３２
）

七
三
郎
は
同
工
の
演
技
を
、
元
禄
十
三
年
正
月
江
戸
山
村
座

『傾
城
浅
間

嶽
』
で
も
演
じ
て
い
る

（狂
言
本
第
二
、
役
者
万
年
暦
　
江
戸
　
七
三
郎
条
等

参
照
）。

（３３
）

岩
井
座

『南
都
十
三
鐘
』、
音
羽
座

『傾
城
無
間
鐘
』。
い
ず
れ
も

『役
者
万

年
暦
　
坂
』

（元
禄
１３
・
３
）
に
詳
し
い
芸
評
が
載
る
。

（３４
）

野
間
光
辰
氏

「頴
原
博
士
遺
愛
元
禄
歌
舞
伎
狂
言
本
七
種
に
つ
い
て
」

（国

文
学
　
昭
和
ん
。
１０
）

（３５
）注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３６
）

『役
者
口
三
味
線
　
京
』
（元
禄
１２
・
３
）
藤
十
郎
条
の
「藤
十
郎
に
は
。
傾

城
買
い
２
ム
た
て
よ
り
外
。
さ
ら
に
今
迄
変
は
り
た
る
所
作
を
見
ず
。」
と
い

う
評
へ
の
反
論
。

※
　
近
松
の
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
は
『
近
松
全
集
』
（岩
波
）、
評
判
記
は
『
歌
舞
伎
評

判
記
集
成
』
第

一
期

（岩
波
）
に
拠
る
が
、
引
用
に
際
し
て
は
私
に
漢
字
を
宛
て

た
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


