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十
五
代
観
世
大
夫
元
章
（
享
保
七
年
[
-
七
ニ
ニ
]
1
安
永
三
年
[
-
七
七
四
]
)

が
中
心
と
な
っ
て
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
謡
本
（
所

謂
「
明
和
改
正
謡
本
」
）
は
、
田
安
家
の
初
代
当
主
田
安
宗
武
の
指
導
の
も
と
、

当
時
隆
盛
期
に
あ
っ
た
国
学
の
新
説
を
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
ま

で
の
観
世
流
の
詞
章
を
大
幅
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

謡
本
の
刊
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
新
た
な
小
書
（
特
殊
演
出
）
の
創
始
や
脇
方
、

狂
言
方
の
セ
リ
フ
ま
で
に
も
及
ぶ
元
章
の
改
訂
は
、
ま
さ
に
「
能
楽
改
革
」

と
も
言
う
べ
き
、
能
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
、
改
正
し
よ
う
と
し
た
一
大

事
業
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
元
章
が
取
り
組
ん
だ
「
能

楽
改
革
」
の
一
環
と
し
て
、
明
和
改
正
謡
本
（
以
下
、
明
和
本
）
に
併
せ
て

作
ら
れ
た
『
副
言
巻
』
を
取
り
上
げ
る
。
『
副
言
巻
』
は
、
ワ
キ
や
ア
イ

の
セ
リ
フ
及
び
語
リ
を
各
曲
ご
と
に
集
成
し
た
も
の
で
、
後
述
の
概
要
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
場
構
成
の
能
に
お
け
る
前
ジ
テ
中
入
り
後
か
ら
後

ジ
テ
登
場
ま
で
の
「
間
の
段
」
で
演
じ
ら
れ
る
ア
イ
の
セ
リ
フ
や
語
リ
が

多
く
を
占
め
る
た
め
、
「
間
狂
言
台
本
の
一
種
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に

_
|
修
羅
能
の
ア
イ
語
リ
を
め
ぐ
っ
て
—
|

『
副
言
巻
』

の
目
指
し
た
も
の

全
十
三
冊
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
『
副
―
―
―
口
巻
j

の
各
冊
の
概
要
は
以
下
の
通

(
1
)
 

り
で
あ
る
。

『
副
言
巻
l

第
一

「
副
言
巻
』
第
二

『
副
言
巻
』
第
三

「
副
言
巻
』
第
四

「
副
言
巻
l

第
五

『
副
言
巻
」
第
六

『
副
言
巻
』
第
七

『
副
百
巻
』
第
八

冒
言
巻
j

第
九

「副――
-
0

巻
j

第
十

『
副
言
巻
』
第
十
一

『
副
言
巻
』
第
十
二

『
副
言
巻
目
緑
j

脇
能
の
語
リ
ア
イ
、
及
び
セ
リ
フ

脇
能
の
シ
ャ
ベ
リ
ア
イ
、
及
び
セ
リ
フ

二
番
目
物
の
セ
リ
フ
、
語
リ
ア
イ

女
能
の
セ
リ
フ

雑
能
の
語
リ
ア
イ
、
及
び
セ
リ
フ

雑
能
の
ア
シ
ラ
イ
ア
イ
、
及
び
セ
リ
フ

未
出
の
た
め
内
容
不
明

未
出
の
た
め
内
容
不
明

祝
言
能
の
ワ
キ
名
ノ
リ
と
待
謡

〈
鍍
捨
・
鷺
・
道
成
寺
・
恋
重
荷
・
礁
・
石
橋
〉

の
語
リ
ア
イ
、
シ
ャ
ベ
リ
ア
イ
、
及
び
セ
リ
フ

替
の
ア
イ

ワ
キ
語
リ
が
主
体
の
転
写
本

以
上
十
二
冊
の
目
録
（
未
出
の
た
め
内
容
不
明
）

橋

場

夕

佳
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さ
て
、
明
和
本
が
刊
行
さ
れ
た
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
六
月
よ
り
、
元

章
が
没
す
る
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
一
月
ま
で
の
凡
そ
九
年
間
、
観
世
流

の
演
能
は
明
和
本
の
詞
章
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
様

に
少
な
く
と
も
ア
イ
語
リ
に
つ
い
て
は
『
副
言
巻
」
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ

(
2
)
 

て
い
た
こ
と
が
、
次
の
賀
茂
真
淵
書
簡
（
「
植
田
七
三
郎
宛
」
明
和
五
年
）
か

ら
推
測
で
き
る
。

一
、
謡
の
文
句
改
候
事
は
、
拙
者
か
ま
は
ず
候
。
但
門
弟
の
中
に
よ

ほ
ど
か
A

り
た
る
人
も
有
之
候
。
梅
の
謡
は
是
又
わ
れ
ら
は
か
、
は

ら
ず
。
わ
れ
ら
所
思
と
は
大
に
相
違
の
こ
と
も
有
之
候
。
惣
て
の
謡

に
よ
く
出
来
候
も
、
又
は
文
句
な
ど
錦
布
の
続
合
も
有
之
候
。
か
、
．

る
俗
事
は
と
て
も
か
く
て
も
有
べ
き
物
也
。
狂
言
人
の
い
ふ
か
た
り

な
ど
は
よ
く
な
か
り
し
を
、
よ
ほ
ど
よ
く
成
候
也
。
惣
て
の
舞
か
け

り
な
ど
の
所
々
も
多
く
な
ほ
り
し
也
。
高
砂
は
八
段
の
舞
に
成
た
り
。

ふ
る
く
は
八
段
有
し
と
い
へ
り
。

右
の
書
簡
は
、
田
安
家
に
和
学
御
用
と
し
て
仕
え
て
い
た
真
淵
が
、
明

和
本
の
詞
章
改
訂
に
さ
ほ
ど
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
根
拠
と
し
て
引
用
さ

(
3
)
 

れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
尾
薫
氏
の
論
に
お
い
て
、
「
狂

言
人
の
い
ふ
か
た
り
な
ど
は
…
」
以
下
の
、
能
の
内
容
に
か
な
り
ふ
み
こ

ん
だ
文
言
か
ら
、
真
淵
が
積
極
的
で
は
な
い
に
し
ろ
「
明
和
の
改
正
」
に

関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

傍
線
部
の
「
狂
言
人
の
い
ふ
か
た
り
」
は
ア
イ
語
リ
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
「
惣
て
の
舞
か
け
り
な
ど
の
所
々
も
多
く
な

ほ
り
し
也
」
な
ど
と
実
際
の
演
能
に
接
し
た
感
想
が
続
く
こ
と
か
ら
も
、

『
副
言
巻
』
の
詞
章
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
ア
イ
語
リ
が
従
来
の
ア
イ
語

リ
よ
り
も
よ
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ

、つ
こ
こ
で
、

『
副
言
巻
』
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見
て
お
き
た
い
。

『
副
言
巻
」
の
ア
イ
語
リ
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
の
「
明
和
改
正
謡
本
の

周
辺
」
に
「
総
体
に
国
学
臭
・
元
章
臭
が
強
く
、
す
べ
て
が
そ
う
で
は
な

い
に
し
て
も
、
元
章
の
好
み
が
強
く
反
映
し
た
ア
イ
語
リ
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
」
と
全
体
を
評
さ
れ
て
い
る
。
表
氏
が
「
国
学
臭
・
元
章
臭
」

と
や
や
批
判
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
指
摘
さ
れ
る
、
国
学
及
び
そ
の
他

の
学
問
的
考
証
の
反
映
が
、
ま
ず
『
副
言
巻
』
の
特
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

同
氏
に
よ
っ
て
他
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
特
性
は
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
前
段
で
謡
う
こ
と
と
の
重
複
を
避
け
て
い
る
傾
向
が
強
い
」

こ
と
。
そ
し
て
、
「
演
能
時
間
の
短
縮
化
」
を
ね
ら
い
と
し
た
「
語
リ
の

省
略
」
が
あ
る
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
茎
物
及
び
女
能
を
中
心
と

し
た
『
副
言
巻
』
第
四
の
所
収
曲
が
ア
イ
語
リ
を
な
く
し
、
ア
イ
が
ワ
キ

に
言
葉
を
か
け
る
と
す
ぐ
に
ワ
キ
は
ア
イ
語
リ
の
後
の
セ
リ
フ
を
話
す
、

と
い
う
省
略
型
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
こ
う
し
た
「
副

言
巻
』
の
特
性
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
「
副
言
巻
』
第
四
の
ア
イ
語
リ
省

略
に
つ
い
て
は
「
今
後
の
ア
イ
の
方
向
を
考
え
る
上
で
も
参
考
す
る
に
値
」

す
る
と
し
て
、
そ
の
試
み
を
評
価
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
改
訂
へ
の
明

確
な
評
価
は
と
く
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

107 



表
氏
の
論
考
以
降
、
『
副
言
巻
』
に
つ
い
て
は
、
田
口
和
夫
氏
の
次
の

(
5
)
 

言
説
が
あ
る
。

「
副
言
巻
j

の
詞
章
に
は
、
節
付
も
あ
り
、
そ
う
い
う
点
で
は
も
っ

と
後
代
の
狂
言
台
本
で
も
持
ち
得
な
か
っ
た
行
き
届
い
た
表
記
が
あ

る
。
能
詞
章
の
改
正
を
謡
曲
部
分
に
止
め
ず
、
ワ
キ
や
ア
イ
の
せ
り

ふ
・
謡
い
に
ま
で
及
ぽ
そ
う
と
し
た
元
章
の
仕
事
は
、
能
を
ト
ー
タ

ル
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
当
然
あ
り
う
べ
き
試
み
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
が
元
章
の
衛
学
的
志
向
の
た
め
、
面
白
味
の
薄
い
、

妙
に
ま
じ
め
な
し
か
も
分
か
り
に
く
い
詞
章
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
大
い
に
発
展
す
る
は
ず
の
方
向
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
す
く
な
く
と
も
、
時
代
に
あ
わ
せ
て
流
動
す
る
の

を
常
と
し
て
い
た
間
狂
言
に
つ
い
て
は
、
そ
の
志
向
は
評
価
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
言
説
を
ま
と
め
る
と
、
「
能
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
よ
う
と
す

る
」
な
か
で
の
ワ
キ
や
ア
イ
の
セ
リ
フ
の
改
訂
と
い
う
「
副
言
巻
』
の
方

向
性
や
、
前
段
の
繰
り
返
し
と
な
る
ア
イ
語
リ
を
省
略
す
る
と
い
う
試
み

に
は
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
国
学
的
考
証
の
成
果
を

必
要
以
上
に
反
映
し
た
「
街
学
的
志
向
」
の
強
い
内
容
に
問
題
が
あ
っ
た

と
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
副
言
巻
』
評
で
あ
る
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
『
副
言
巻
』
評
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
今
回
新

た
に
指
摘
す
る
特
性
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
『
副
言
巻
』
第
三

の
ア
イ
語
リ
を
検
討
す
る
。
間
狂
言
台
本
と
し
て
の
『
副
言
巻
』
の
内
容

を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
表
章
氏
が
指
摘
さ
れ
る
考
証
的
要
素
の
実
態
を

よ
り
詳
細
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
『
副
言
巻
」
が
目
指
し
た
間
狂
言
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
す
が
と
し

た
い
。

〈
朝
長
〉
〈
敦
盛
〉
の
ア
イ
語
リ

|
ー
能
と
の
整
合
性
と
い
う
視
点
か
ら
—
|

さ
き
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
『
副
言
巻
」
第
三
は
修
羅
能
に
お
け
る
ワ

キ
と
ア
イ
の
や
り
と
り
及
び
ア
イ
語
リ
を
集
成
し
た
冊
で
、
〈
通
盛
・
実
盛
・

頼
政
・
朝
長
・
忠
度
•
田
村
・
屋
嶋
・
兼
平
・
敦
盛
・
知
章
・
巴
．
碇
潜
·

艤
梅
〉
の
十
三
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
所
収
曲
の
う
ち
、
改
訂

の
程
度
が
甚
だ
し
い
〈
朝
長
〉
〈
敦
盛
〉
を
中
心
に
、
そ
の
ア
イ
語
リ
の

内
容
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

[
〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
]

(
6
)
 

〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
に
つ
い
て
検
証
す
る
前
に
、
明
和
本
に
沿
っ
て
、

能
〈
朝
長
〉
の
構
成
と
梗
概
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
傍
線
部
の

内
容
に
あ
た
る
セ
リ
フ
が
『
副
言
巻
l

第
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

1
、
ワ
キ
の
登
場
朝
長
と
ゆ
か
り
の
あ
る
嵯
峨
消
涼
寺
の
僧
（
ワ
キ
）
が
、

自
害
し
た
朝
長
の
跡
を
弔
う
た
め
、
青
墓
の
宿
へ
向
か
う
。
青
墓
に

108 



着
い
た
僧
は
、
所
の
者
（
ア
イ
・
実
は
青
墓
の
長
の
従
者
）
に
朝
長
の
墓
の

在
処
を
教
え
て
も
ら
う
。

2
、
シ
テ
の
登
場
青
墓
の
長
者
（
シ
テ
）
が
、
侍
女
（
ツ
レ
）
と
従
者
（
ト
モ
）

を
伴
い
、
朝
長
の
墓
へ
七
日
毎
の
供
養
に
訪
れ
る
。

3
、
シ
テ
と
ワ
キ
の
応
対
青
墓
の
長
者
に
問
わ
れ
、
墓
前
で
弔
う
僧
は
朝

長
の
乳
兄
弟
に
あ
た
る
こ
と
を
明
か
す
。
長
者
も
朝
長
と
の
ゆ
か
り

あ
る
故
に
弔
い
に
参
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。

4

、
シ
テ
の
物
語
り
長
者
は
、
義
朝
•
朝
長
親
子
ら
が
こ
の
青
墓
へ
落
ち

の
び
て
き
た
夜
、
負
傷
し
た
朝
長
が
自
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と
を
語
る
。

5
、
シ
テ
の
詠
嘆
朝
長
の
死
を
悼
み
、
や
が
て
弔
い
を
終
え
た
一
同
は
、

青
墓
の
宿
へ
と
帰
る
。

6
、
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対

長
者
は
僧
に
暫
く
の
逗
留
と
朝
長
の
回
向
を
す

す
め
る
。

7
、
シ
テ
・
ア
イ
の
応
対
長
者
は
従
者
（
ア
イ
・
先
程
、
僧
が
朝
長
の
墓
を
問

う
た
所
の
者
）
に
、
僧
の
世
話
を
す
る
よ
う
命
じ
る
。

8
、
ア
イ
の
物
語
り
長
者
の
従
者
は
、
僧
に
朝
長
か
自
害
し
た
夜
の
出
来

事
を
語
る
。

9
、
ワ
キ
の
待
受
け
僧
は
観
音
懺
法
で
朝
長
を
弔
う
。

10
、
後
ジ
テ
の
登
場
朝
長
の
霊
（
後
ジ
テ
）
が
観
音
懺
法
を
謝
し
て
現
れ
る
。

11
、
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
朝
長
は
僧
に
な
お
弔
い
を
続
け
て
く
れ
る
よ
う

請
う
。

12
、
シ
テ
の
物
語
り
朝
長
は
、
平
治
の
乱
で
敗
走
し
た
兄
弟
や
父
の
末
路

を
語
る
（
兄
の
悪
源
太
義
平
が
石
山
寺
で
生
け
捕
ら
れ
処
刑
さ
れ
た
こ
と
、
弟
の

兵
衛
の
佐
も
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
、
父
義
朝
は
野
間
の
内
海
で
長
田
の
裏
切
り
に

あ
い
討
た
れ
た
こ
と
）
。
青
墓
の
長
者
の
手
厚
い
弔
い
に
喜
び
、
僧
に
後

生
を
案
じ
ぬ
よ
う
に
言
う
。

13
、
シ
テ
の
立
働
き
、
結
末
こ
の
世
で
の
合
戦
さ
な
が
ら
の
修
羅
道
の
有

様
を
見
せ
、
さ
ら
な
る
回
向
を
頼
む
。

以
上
が
、
〈
朝
長
〉
の
構
成
と
梗
概
で
あ
る
が
、
『
副
言
巻
』
第
三
に
収

め
ら
れ
た
第
8
段
の
ア
イ
の
物
語
り
に
あ
た
る
セ
リ
フ
を
以
下
に
引
用
す

る
（
句
読
点
は
私
に
付
し
た
）
。
な
お
、
引
用
文
中
に
「
俳
」
と
あ
る
の
は
、

ヲ
カ
シ
、
す
な
わ
ち
ア
イ
（
狂
言
役
者
）
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
を
指
し
、
「
佐
」

は
ワ
キ
を
指
す
。
ま
た
、
『
副
言
巻
』
で
は
、
「
二
番
目
佐
俳
之
詞
」
「
ニ

番
目
俳
之
間
語
」
と
し
て
、
ア
イ
語
リ
前
後
の
ワ
キ
と
ア
イ
の
や
り
と
り

と
ア
イ
語
リ
を
各
曲
ご
と
に
別
々
に
収
録
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
便

宜
的
に
舞
台
で
の
進
行
通
り
引
用
し
て
い
る
。

俳
＼
最
前
の
者
に
て
候
が
、
是
に
御
逗
留
の
間
何
に
て
も
御
用
の
事

候
ハ
ゞ
、
承
れ
と
長
の
申
付
て
候
程
に
、
某
に
仰
付
ら
れ
候
へ
。
佐

＼
浅
か
ら
ず
候
。
御
身
ハ
御
内
の
人
に
て
候
程
に
、
朝
長
の
御
最
期

の
様
鉢
御
存
候
べ
し
。
語
て
御
聞
せ
候
へ
。
俳
＼
さ
ん
候
我
等
ハ
其

シ
モ
ぺ

時
是
に
候
ひ
し
が
、
下
部
の
事
な
れ
ば
委
き
事
ハ
存
ぜ
ず
候
。
只
見

及
候
事
の
ミ
を
申
上
候
べ
し
。

ィ
ッ
シ
ュ
イ
ツ
ヘ
イ

先
其
日
我
ら
ど
も
申
合
せ
、
年
忘
と
て
一
種
一
瓶
を
持
よ
り
候
ひ
て
、

酒
盛
を
致
夜
に
入
て
伏
候
ひ
し
に
、
門
を
ほ
と

l
＼
と
た
：
＜
音
の
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ヵ；

聞
え
候
間
、
そ
ば
に
ふ
せ
ら
せ
た
金
ぼ
う
し
め
に
、
旅
人
の
御
入
あ

る
に
や
、
門
あ
け
て
入
ま
い
ら
せ
よ
と
申
せ
ど
、
手
か
き
お
し
か
ぶ

り
ふ
つ
て
、
中
々
出
そ
う
な
鉢
で
ご
ざ
ら
ぬ
間
、
酒
き
げ
ん
乃
上
な

れ
バ
む
か
と
い
た
し
て
、
や
い
わ
つ
は
親
が
出
う
と
す
る
共
お
の
れ

が
先
起
う
事
を
、
心
よ
う
酔
て
寝
て
居
る
父
を
起
さ
せ
う
と
す
る
か

と
叱
侯
ヘ
バ
、
小
声
に
て
、
門
た
、
き
候
前
に
草
摺
の
音
が
い
た
し

た
ハ
、
強
盗
か
と
存
る
と
云
も
は
て
ぬ
に
、
我
等
ハ
酔
さ
め
胴
ぶ
る

フ
ス
マ

ひ
が
い
た
し
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
袋
引
か
ぶ
つ
て
う
づ
く
ま
り

し
に
、
又
門
を
初
の
よ
り
少
強
く
た
A

け
バ
、
入
ぬ
も
こ
ハ
し
入
る
、
．

も
こ
ハ
し
。
何
さ
ま
先
見
う
と
存
、
物
の
透
間
よ
り
見
れ
バ
、
彼
門

を
た
：
き
し
男
と
思
し
く
て
、
門
の
前
に
大
男
が
、
く
ろ
き
直
垂
に

黒
き
鎧
着
て
、
左
の
手
に
馬
を
引
て
立
た
り
、
側
に
是
も
馬
を
引
て

大
き
な
る
男
の
、
髪
を
ば
童
の
様
に
取
揚
結
た
る
が
、
白
き
直
垂
に

ョ
ロ
ヒ

赤
威
し
の
甲
着
た
い
ま
つ
持
て
あ
り
。
其
後
に
赤
地
の
錦
の
直
垂

に
、
黒
糸
威
の
甲
、
鍬
形
打
た
る
冑
を
着
た
る
男
と
十
五
六
な
る
人

の
、
朽
葉
の
直
垂
に
お
も
だ
か
威
し
の
甲
着
た
る
と
、
馬
に
の
り
な

が
ら
四
方
に
目
を
配
り
て
居
れ
ば
、
い
よ

l
＼
恐
し
く
存
、
さ
し
足

ニ
ゲ
コ
マ
ン

し
て
過
込
む
と
い
た
せ
バ
、
今
度
ハ
門
を
し
た
、
か
に
打
が
、
其
音

長
の
臥
所
に
聞
え
け
ん
、
長
ミ
づ
か
ら
出
ら
れ
、
門
の
う
ち
に
て
、

夜
に
入
て
何
の
御
用
ぞ
、
誰
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
と
問
給
ふ
に
、
ひ
そ

か
に
鎌
田
と
い
ふ
声
に
長
ハ
驚
き
、
た
そ
参
り
て
門
ひ
ら
け
と
あ
れ

バ
、
我
等
も
鎌
田
と
い
ふ
声
を
聞
よ
り
恐
し
き
事
も
な
け
れ
ば
、
何

某
是
に
候
と
て
飛
で
出
や
が
て
門
を
開
た
れ
バ
、
鎌
田
御
先
に
て
。

義
朝
の
殿
。
と
も
な
が
の
殿
金
王
丸
ど
の
。
四
人
連
に
て
入
紺
ぶ
。

長
ハ
泣
々
奥
の
間
へ
し
や
う
じ
奉
り
、
色
々
も
て
な
し
ま
い
ら
せ
、

夜
深
て
皆
御
休
あ
り
た
る
が
、
俄
に
女
ど
も
泣
騒
候
間
、
こ
ハ
何
事

ぞ
と
尋
候
へ
ば
、
朝
長
の
殿
御
生
害
あ
り
と
承
り
、
我
等
ま
で
落
涙

仕
て
候
。
さ
て
夜
あ
け
ぬ
れ
ば
、
義
朝
の
殿
ハ
う
つ
ミ
ヘ
わ
た
ら
せ

オ
ン
カ
ラ

給
ふ
。
朝
長
の
御
骸
を
バ
長
ミ
づ
か
ら
物
に
収
、
御
覧
の
ご
と
く
葬

り
、
長
ハ
今
に
七
日

l
＼
に
参
弔
奉
ら
れ
候
。

佐
＼
懇
に
承
り
候
も
の
か
な
。
尋
申
事
余
の
義
に
あ
ら
ず
。
是
ハ
朝

長
の
御
乳
母
子
の
な
に
が
し
と
申
者
に
て
候
が
、
御
跡
弔
ひ
申
さ
ん

為
此
所
へ
来
り
て
候
。
又
朝
長
ハ
常
に
観
音
せ
む
ぼ
う
を
た
っ
と
ミ

給
ひ
て
候
程
に
、
観
音
懺
法
を
以
、
御
跡
を
弔
申
さ
う
ず
る
に
て
候
。

か
た
ー
＼
も
御
出
あ
っ
て
聴
聞
さ
れ
候
へ
。
俳
＼
有
難
う
侯
゜

(
7
)
 

以
上
が
、
〈
朝
長
〉
の
ア
イ
の
段
で
あ
る
が
、
間
狂
言
台
本
の
諸
本
を

参
照
す
る
と
、
従
来
の
ア
イ
語
リ
は
、
概
ね
以
下
の
五
つ
の
要
素
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

①
都
で
の
義
朝
の
敗
戦
、
義
朝
、
義
平
、
朝
長
ら
主
従
は
青
墓
の
宿

の
長
を
頼
っ
て
落
ち
て
き
た
こ
と
。

②
悪
源
太
義
平
が
生
け
捕
ら
れ
、
六
條
河
原
に
て
処
刑
さ
れ
た
こ
と
。

③
負
傷
し
た
朝
長
は
、
こ
の
先
雑
兵
の
手
に
か
か
る
よ
り
は
と
、
こ

の
青
墓
に
て
自
害
し
た
こ
と
。

④
近
隣
の
成
ら
ず
者
共
が
義
朝
を
討
ち
に
来
た
が
、
佐
渡
式
部
大
夫
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が
義
朝
の
身
替
わ
り
と
な
っ
て
自
害
し
、
義
朝
は
長
田
を
頼
っ
て

野
間
の
内
海
へ
逃
げ
延
び
た
こ
と
。

⑤
義
朝
は
長
田
の
裏
切
り
に
よ
り
御
湯
殿
に
て
討
た
れ
た
こ
と
。
同

様
に
聟
の
鎌
田
も
討
た
れ
た
こ
と
。
主
人
を
裏
切
っ
た
長
田
と
、

青
墓
の
長
の
情
け
深
さ
を
対
比
゜

こ
れ
に
比
し
て
、
「
副
言
巻
」
第
三
の
ア
イ
語
リ
で
は
、
都
か
ら
落
ち

の
び
て
き
た
義
朝
•
朝
長
一
行
が
青
墓
の
宿
の
長
を
頼
っ
て
訪
れ
、
そ
の

夜
更
け
に
朝
長
が
自
害
す
る
ま
で
を
語
り
、
従
来
の
ア
イ
語
リ
に
あ
る
よ

う
な
、
②
④
⑤
の
要
素
は
も
と
よ
り
、
①
の
都
で
の
敗
戦
や
青
墓
に
辿
り

着
く
ま
で
の
敗
走
の
様
子
も
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
他
の

間
狂
言
台
本
の
語
リ
が
、
朝
長
と
乳
母
子
の
関
係
に
あ
る
ワ
キ
の
求
め
に

応
じ
て
、
「
是
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
を
承
候
物
か
な
、
我
等
も
此
屋
の

長
に
ハ
仕
え
申
せ
共
左
様
の
事
委
ハ
存
（
ぜ
）
ず
候
去
な
が
ら
、
凡
承
た

る
通
り
物
語
申
さ
ふ
ず
る
に
て
候
」
（
貞
享
松
井
本
）
と
い
う
決
ま
り
文
句

で
始
ま
る
の
に
対
し
、
「
副
言
巻
』
第
三
の
語
リ
は
「
さ
ん
候
我
等
ハ
其

シ
モ
ペ

時
是
に
候
ひ
し
が
、
下
部
の
事
な
れ
ば
委
き
事
ハ
存
ぜ
ず
候
。
ロ
ハ
見
及
候

事
の
ミ
を
申
上
候
べ
し
」
と
い
う
セ
リ
フ
で
始
ま
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
只
見
及
候
事
の
ミ
」
を
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
②
④
⑤
に
触
れ
な
い
の

は
当
然
で
、
続
く
ア
イ
語
リ
は
、
終
始
、
青
墓
の
長
に
仕
え
る
者
の
視
点

で
朝
長
の
自
害
に
至
る
ま
で
の
当
夜
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。
語
リ
の
中

心
は
朝
長
の
自
害
よ
り
も
む
し
ろ
、
義
朝
•
朝
長
一
行
を
青
墓
の
長
が
招

じ
入
れ
る
ま
で
の
、
得
体
の
知
れ
な
い
訪
問
者
に
怯
え
る
従
者
と
そ
の
息

子
と
の
滑
稽
な
や
り
と
り
に
あ
り
、
従
来
の
ア
イ
語
リ
と
は
全
く
異
質
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
に
、
『
副
言
巻
』
の
特
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
能
の
前
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
と
の
重
複
を
避
け
る
ね
ら

い
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
能
〈
朝
長
〉
の
構
成
と
梗
概
を
参
照
す
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
従
来
の
ア
イ
語
リ
に
あ
る
①
③
は
前
場
の
第
4
段
の
シ

テ
の
物
語
り
で
語
ら
れ
る
内
容
と
重
な
る
。
ま
た
、
②
④
⑤
の
要
素
は
、

後
場
の
第
12
段
の
シ
テ
の
物
語
り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
〈
朝

長
〉
の
場
合
は
後
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
と
の
重
複
を
も
避
け
て
い
る
と
言

え
る
。
能
の
前
場
後
場
で
語
ら
れ
る
内
容
と
の
重
複
を
避
け
、
一
貫
し
て

朝
長
自
害
の
場
に
居
合
わ
せ
た
青
墓
の
長
者
の
従
者
の
視
点
か
ら
語
る
こ

と
で
、
新
味
を
出
し
て
い
る
の
が
『
副
言
巻
」
第
三
の
〈
朝
長
〉
の
ア
イ

語
リ
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
に
は
、
他
の
間
狂
言
台
本
に
は
見
ら

れ
な
い
工
夫
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
シ
テ
の
語
リ
の
内
容
と
の
整
合
性
で
あ

る
。
一
体
、
能
と
間
狂
言
は
、
ひ
と
続
き
の
演
劇
と
し
て
上
演
し
て
い
る

以
上
、
そ
の
間
に
麒
甑
の
な
い
こ
と
が
当
然
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
ア
イ
語
リ
に
お
い
て
、
能
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
素
材
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
細
か
な
食
い
違
い
が
あ
る
こ
と
が
珍
し
く

な
い
。
こ
れ
は
、
狂
言
方
が
ア
イ
語
リ
の
内
容
を
能
に
拠
る
よ
り
は
む
し

ろ
、
能
が
取
材
し
た
と
考
え
ら
れ
る
原
典
な
ど
に
拠
っ
て
形
成
し
て
き
た

た
め
で
も
あ
る
事
が
、
大
蔵
虎
明
の
著
『
わ
ら
ん
べ
草
』
（
万
治
三
[
-
六
六
0
]

年
成
立
）
の
以
下
の
記
述
か
ら
も
窺
え
る
。
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当
世
は
、
間
に
こ
び
た
る
こ
と
云
を
、
他
に
本
と
す
、
わ
が
家
に
ハ
、

能
一
番
の
あ
ら
ま
し
、
下
々
迄
も
、
合
点
の
ゆ
く
や
う
に
、
文
字
の

こ
ゑ
に
て
云
は
あ
し
ヽ
、
よ
み
に
て
、
み
、
ち
か
き
や
う
に
云
が
な

ら
ひ
也
、
・
・
・
〈
中
略
〉

．．． 
先
間
ハ
、
十
番
が
九
番
も
、
在
所
の
、
い

や
し
き
者
か
、
山
賤
の
や
う
な
る
類
な
れ
ば
、
是
以
其
者
の
、
相
応

に
云
事
な
ら
ひ
也
、
し
か
る
を
、
去
人
、
こ
び
た
る
事
を
い
ひ
た
が
り
、

知
者
を
頼
、
ば
せ
を
の
間
に
、
謡
の
抄
に
あ
る
、
ほ
う
げ
ん
こ
う
が

古
事
を
云
し
事
、
智
恵
を
か
り
た
る
し
る
し
也
、
ば
せ
を
の
能
の
わ

き
は
、
ほ
う
げ
ん
こ
う
也
、
其
人
の
前
に
て
、
ほ
う
げ
ん
こ
う
が
事

を
か
た
る
事
お
か
し
き
事
也
…

右
の
記
事
は
、
ア
イ
語
リ
に
「
こ
び
た
る
こ
と
」
、
則
ち
知
識
を
ひ
け

ら
か
し
た
内
容
を
言
う
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
例
と
し
て
〈
芭
蕉
〉
の
ア

イ
に
謡
曲
注
釈
書
で
あ
る
『
謡
抄
j

に
拠
っ
て
「
彰
元
公
の
古
事
」
を
語

る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
虎
明
は
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
非
難

の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
そ
の
「
こ
び
た
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
ア
イ
語
リ
が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
過
程
が
見
て
取
れ
る
。

さ
て
、
〈
朝
長
〉
で
は
、
都
か
ら
敗
走
し
た
義
朝
一
行
が
青
墓
へ
辿
り

着
い
た
日
時
と
そ
の
人
数
に
つ
い
て
、
前
場
の
第
4
段
シ
テ
の
物
語
り
で
、

以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
（
詞
章
は
明
和
本
に
拠
っ
た
。
傍
線
部
は
改
訂
箇
所
を

示
し
、
括
弧
内
が
も
と
の
詞
章
を
示
す
）
。

シ
テ
語
＼
申
に
つ
け
て
い
た
ハ
し
や
。
暮
し
年
の
廿
八
日
（
八
日
）
の
夜

に
入
て
。
門
を
あ
ら
け
な
く
た
、
く
音
す
。
誰
な
る
ら
ん
と
尋
し
に
。

鎌
田
殿
と
仰
ら
れ
し
程
に
門
を
開
か
す
れ
バ
武
具
し
た
る
人
叫
叫
川
t

う
ち
に
入
給
ふ
。
義
朝
御
親
子
。
鎌
田
金
王
丸
と
や
ら
む
。
わ
ら
ハ

を
頼
み
お
ぽ
し
め
す
。
…

ま
ず
、
シ
テ
の
語
リ
で
は
、
青
墓
へ
到
着
し
た
一
行
を
義
朝
、
朝
長
、

鎌
田
、
金
王
丸
の
「
四
五
人
」
と
す
る
。
こ
の
人
数
に
つ
い
て
、
能
〈
朝
長
〉

が
取
材
し
た
『
平
治
物
語
」
（
古
活
字
本
・
金
刀
比
羅
本
）
に
は
、
さ
ら
に
嫡

男
の
悪
源
太
義
平
、
三
男
兵
衛
佐
頼
朝
、
佐
渡
式
部
大
夫
重
成
、
平
賀
四

郎
義
宣
を
加
え
て
八
騎
と
し
て
い
る
が
、
「
こ
こ
は
義
朝
と
朝
長
に
焦
点

(
8
)
 

を
当
て
て
言
う
ら
し
い
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
間
狂
言
台
本
の

諸
本
間
で
は
、
「
左
馬
頭
義
朝
嫡
子
悪
源
太
義
平
次
男
中
宮
太
夫
進
朝
長

主
従
七
人
此
青
墓
二
付
給
フ
」
（
大
蔵
虎
明
本
・
大
蔵
流
）
「
左
馬
頭
義
朝
悪

源
太
義
平
次
男
中
宮
太
夫
の
進
朝
長
。
主
従
七
騎
に
て
こ
の
青
墓
へ
着
き

給
ふ
」
（
森
川
杜
囲
旧
蔵
本
・
大
蔵
流
）
と
「
平
治
物
語
』
の
記
述
に
拠
っ
た

ァ
イ
語
リ
が
多
く
、
管
見
で
は
「
よ
し
朝
御
父
子
鎌
田
金
王
丸
ば
か
り
。

去
年
極
月
八
日
に
日
暮
れ
て
是
へ
御
出
有
り
。
」
と
す
る
の
は
、
鷺
流
の
「
真

野
町
若
林
義
太
郎
氏
所
蔵
間
狂
言
本
」
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
青
墓
の
宿
に
辿
り
着
い
た
の
を
「
廿
八
日
」
と
す
る
の
は
、
引

用
文
中
に
も
示
し
た
通
り
明
和
本
の
改
訂
箇
所
で
、
従
来
の
本
文
は
、
こ

こ
を
「
八
日
」
と
す
る
。
『
平
治
物
語
』
（
金
刀
比
羅
本
）
や
元
章
が
参
照
し

た
ら
し
い
『
参
考
平
治
物
語
』
に
は
「
廿
八
日
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
従
来

の
本
文
を
誤
謬
と
捉
え
た
故
の
改
訂
で
あ
る
。
こ
の
改
訂
を
う
け
て
、
『
副
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言
巻
』
第
―
―
―
に
お
い
て
も
「
先
其
日
我
ら
ど
も
申
合
せ
、
年
忘
と
て

ィ
ッ
シ
ュ
イ
ツ
ヘ
イ

一
種
一
瓶
を
持
よ
り
候
ひ
て
、
酒
盛
を
致
夜
に
入
て
伏
候
ひ
し
に
、
…
」

と
ア
イ
語
リ
が
始
ま
る
。
同
種
の
事
例
と
し
て
、
弔
い
の
た
め
朝
長
の
墓

を
訪
れ
る
僧
（
ワ
キ
）
を
、
従
来
の
「
縛
（
貴
人
の
子
を
博
育
す
る
男
性
）
」
か

ら
「
乳
母
子
（
乳
母
の
子
）
」
へ
と
改
訂
し
て
い
る
こ
と
を
、
『
副
言
巻
』
第

―
―
一
の
ア
イ
語
リ
後
の
ワ
キ
と
ア
イ
の
や
り
と
り
に
お
い
て
も
反
映
さ
せ
て

い
る
。
細
か
な
差
異
で
は
あ
る
が
、
間
狂
言
を
能
の
前
場
後
場
と
一
体
の

も
の
と
し
て
捉
え
整
備
し
よ
う
と
す
る
『
副
言
巻
』
の
意
図
が
見
ら
れ
る
。

更
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
『
副
言
巻
』
第
三
の
〈
朝
長
〉
の

ア
イ
語
リ
が
、
お
よ
そ
語
リ
と
は
言
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、

所
作
こ
そ
伴
わ
な
い
で
あ
ろ
う
も
の
の
、
滑
稽
劇
的
要
素
が
強
く
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
場
後
場
の
内
容
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
〈
朝
長
〉
の
前
場
で
は
青
墓
の
長
に
よ
っ
て
朝
長
の
最
期
に

つ
い
て
の
、
後
場
で
は
朝
長
に
よ
っ
て
平
治
の
乱
と
父
や
兄
の
最
期
に
つ

い
て
の
語
リ
が
あ
り
、
多
く
の
修
羅
能
に
見
ら
れ
る
カ
ケ
リ
や
舞
事
は
な

い
こ
と
か
ら
、
〈
朝
長
〉
は
語
リ
を
見
せ
る
能
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
能
に
お
い
て
、
従
来
の
語
リ
を
聞
か
せ
る
ア
イ
の
段
と
は
趣
の
異
な
る

も
の
を
見
せ
る
こ
と
で
、
舞
台
に
変
化
を
持
た
せ
る
こ
と
が
『
副
言
巻
』

第
三
の
〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
の
ね
ら
い
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
且
つ
、
〈
朝
長
〉
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
あ
る
ワ
キ
語
リ
（
ア

イ
語
リ
の
替
わ
り
に
ワ
キ
の
語
リ
が
演
じ
ら
れ
る
特
殊
演
出
）
こ
そ
が
本
来
の
形

で
あ
る
と
い
う
考
え
が
背
景
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

[
〈
敦
盛
〉
の
ア
イ
語
リ
]

〈
敦
盛
〉
の
ア
イ
語
リ
に
も
、
能
の
前
場
後
場
と
の
整
合
性
を
図
る
エ

夫
が
さ
れ
て
い
る
。

〈
敦
盛
〉
は
『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
に
取
材
し
、
平
敦
盛

を
シ
テ
に
、
そ
の
敦
盛
を
一
ノ
谷
で
討
ち
、
今
は
出
家
し
て
蓮
生
法
師
と

な
っ
た
熊
谷
次
郎
直
実
を
ワ
キ
と
す
る
。
シ
テ
を
討
っ
た
張
本
人
を
ワ
キ

と
す
る
設
定
は
〈
敦
盛
〉
一
曲
の
み
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
敦
盛
を
討
っ

た
熊
谷
そ
の
人
が
僧
と
な
っ
て
敦
盛
亡
き
跡
を
弔
う
と
い
う
特
殊
な
設
定

故
、
〈
敦
盛
〉
に
も
古
く
か
ら
ア
イ
の
段
に
お
い
て
特
殊
演
出
と
し
て
「
ワ

キ
語
リ
」
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

(
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い
る
。
一
方
で
、
ア
イ
語
リ
の
定
型
に
も
れ
ず
、
〈
敦
盛
〉
に
お
い
て
も
、

ア
イ
は
ワ
キ
の
蓮
生
法
師
の
求
め
に
応
じ
て
敦
盛
の
最
期
を
詳
し
く
語
る

の
が
通
常
の
演
出
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
ワ
キ
は
自
ら
討
ち
取
っ
た
敦
盛

の
最
期
を
ア
イ
に
尋
ね
る
こ
と
と
な
る
。
『
副
言
巻
』
第
三
の
〈
敦
盛
〉

で
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
べ
く
、
ア
イ
語
リ
の
前
に
以
下
の
よ
う
な

ワ
キ
と
ア
イ
の
や
り
と
り
が
あ
る
（
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。

佐
＼
是
ハ
は
や
津
の
国
一
谷
に
着
て
候
。
誠
に
昔
の
有
様
今
の
や
う

に
思
ひ
出
ら
れ
て
候
。
又
あ
の
上
野
に
当
つ
て
笛
の
音
の
聞
え
候
。

此
人
を
相
待
、
此
邊
の
事
共
を
く
ハ
し
く
尋
バ
や
と
お
も
ひ
候
。

O

俳
＼
是
ハ
須
磨
の
浦
に
住
者
に
て
候
。
今
日
ハ
日
も
う
ら
、
に
候
ひ

し
程
に
、
立
出
四
方
を
眺
、
只
今
家
路
に
帰
候
。
い
や
是
に
見
馴
申

さ
ぬ
御
僧
の
御
座
候
よ
。
何
方
よ
り
御
出
な
さ
れ
て
候
ぞ
。
佐
＼
御
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不
審
尤
も
に
て
候
。
是
ハ
此
所
一
見
の
僧
に
て
候
。
御
身
ハ
此
あ
た

り
の
人
に
て
候
か
。
俳
＼
中
々
此
所
の
者
に
て
候
。
佐
＼
さ
様
に
候

ハ
ゞ
尋
度
事
の
候
。
近
う
御
入
候
へ
。
俳
＼
心
得
申
候
。
さ
て
御
尋

あ
り
た
き
と
ハ
如
何
様
な
る
御
こ
と
に
て
候
ぞ
。
佐
＼
お
も
ひ
も
よ

ら
ぬ
尋
事
に
て
候
へ
ど
も
、
あ
の
波
う
ち
際
に
石
を
立
お
か
れ
候
ハ
、

も
し
敦
盛
の
な
き
跡
の
し
る
し
に
て
ハ
な
く
候
か
俳
＼
さ
ん
候
あ

れ
こ
そ
敦
盛
の
果
給
ひ
し
跡
な
れ
ば
、
所
の
者
共
か
様
に
石
を
立
置

て
候
。
御
僧
も
弔
ひ
て
御
通
り
候
へ
か
し
。
我
等
ハ
彼
折
か
ら
ま
か

り
出
、
あ
れ
な
る
木
末
に
上
り
、
軍
見
物
い
た
し
て
候
が
、
さ
て

l
＼
敦
盛
の
御
最
期
ハ
い
た
ハ
し
き
事
ど
も
に
て
候
ひ
き
。
と
て
も

の
事
に
語
て
聞
せ
申
さ
う
ず
る
か
。
佐
＼
さ
あ
ら
バ
御
物
が
た
り

候
へ

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
蓮
生
法
師
が
所
の
者
に
「
波
打
ち
際
に
立
て

置
か
れ
た
石
は
、
も
し
や
敦
盛
が
亡
く
な
っ
た
跡
の
し
る
し
で
は
な
い
の

か
」
と
尋
ね
た
こ
と
を
機
に
、
所
の
者
が
「
実
は
、
敦
盛
が
最
期
を
遂
げ

た
折
、
自
分
は
梢
か
ら
軍
見
物
し
て
い
た
の
だ
。
さ
て
さ
て
敦
盛
の
最
期

の
ご
様
子
は
お
い
た
わ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
次
の
よ
う
な
ア
イ
語
リ

を
始
め
る
。

此
敦
盛
と
申
ハ
、
清
盛
公
乃
御
弟
、
修
理
乃
大
夫
経
盛
の
卿
乃
末
の

御
子
に
て
、
御
年
十
六
に
て
お
ハ
し
ま
し
:
か
バ
、
叙
爵
の
ミ
に
て

い
ま
だ
無
官
な
り
し
ほ
ど
に
、
無
官
乃
大
夫
と
ハ
申
た
る
げ
に
候
。

彼
経
盛
乃
卿
ハ
公
達
あ
ま
た
お
ハ
し
け
れ
ど
、
此
敦
盛
ハ
生
れ
給
ひ

し
時
よ
り
類
な
ふ
う
つ
く
し
か
り
け
れ
バ
、
常
に
御
傍
に
て
そ
だ
て

給
ふ
に
、
お
よ
す
げ
ま
す
ま
、
に
御
顔
形
い
わ
ん
か
た
な
く
、
御
心

ざ
ま
も
ゆ
う
に
や
さ
し
く
て
、
詩
歌
管
弦
の
道
に
く
ら
か
ら
ず
、
殊

に
笛
を
め
で
た
＜
吹
給
へ
り
。
さ
て
一
乃
谷
に
籠
り
給
ひ
て
後
も
、

経
盛
乃
卿
ハ
公
達
と
共
に
、
夜
ご
と
に
管
弦
し
て
遊
び
給
ひ
し
が
、

殊
に
落
城
の
前
夜
ハ
酒
宴
を
も
ふ
け
ら
れ
、
管
弦
郡
曲
を
初
舞
曲
杯

も
候
ひ
し
と
申
が
、
是
が
暇
乞
の
御
酒
宴
に
な
り
け
る
と
、
刹
叫
ゴ
＇

と
き
ま
で
御
い
た
ハ
し
く
存
候
。
さ
て
落
城
の
き
ざ
ミ
、
平
家
乃
公

達
お
も
ひ

l
＼
に
落
給
ふ
中
に
、
無
官
乃
大
夫
敦
盛
ハ
、
た
ゞ
一
騎

多
く
乃
敵
の
中
を
し
の
ぎ
出
、
御
座
船
を
目
が
け
汀
に
打
出
給
ひ
し

か
ど
も
、
御
舟
共
は
は
や
へ
だ
、
り
ぬ
。
其
時
敦
盛
い
か
ゞ
せ
ん
と

お
ぽ
し
た
る
ふ
ぜ
い
に
て
、
駒
を
ひ
か
へ
て
た
、
ず
ミ
給
ふ
所
に
、

御
後
よ
り
武
者
一
騎
、
栗
毛
の
馬
乃
い
ち
も
つ
と
見
ゆ
る
に
の
り
て
、

飛
が
ご
と
く
に
追
来
る
。
敦
盛
今
ハ
か
な
ハ
じ
と
や
お
ぽ
し
け
ん
、

ひ
つ
か
へ
し
て
戦
ひ
給
ひ
し
が
、
終
に
引
組
波
打
際
に
落
給
ふ
を
、

彼
武
者
敦
盛
の
上
に
乗
奉
り
、
冑
を
取
て
か
た
へ
に
な
げ
捨
候
程
に
、

今
ハ
こ
う
よ
と
存
て
手
を
握
て
あ
り
た
る
に
、
思
ひ
の
夕
助
ま
い
ら

せ
ん
様
子
な
れ
バ
、
あ
つ
は
れ
情
あ
る
武
者
か
な
と
感
心
い
た
す
内

に
、
何
の
手
も
な
く
敦
盛
の
御
首
か
き
落
て
候
。
彼
武
者
を
後
に
承

れ
バ
、
む
さ
し
の
国
の
住
人
熊
谷
の
次
郎
直
実
に
て
候
。
此
比
あ
る

人
の
申
ハ
、
彼
直
実
ハ
敦
盛
を
討
奉
り
し
事
を
い
た
ハ
し
く
存
る
あ

ま
り
、
出
家
し
て
諸
国
修
行
あ
る
＜
と
申
が
、
我
等
ハ
い
や
さ
ハ
有
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ま
じ
先
程
に
い
た
ハ
し
く
思
ハ
ゞ
、
助
ま
い
ら
す
べ
き
を
、
軍
功
の

賞
を
貪
れ
バ
こ
そ
討
ま
い
ら
せ
た
れ
、
い
か
で
其
後
出
家
せ
ん
や
、

も
し
出
家
し
て
諸
こ
く
を
修
行
し
此
所
へ
来
り
た
ら
バ
、
早
々
我
等

に
知
ら
せ
よ
、
彼
悪
法
師
を
高
手
小
手
に
い
ま
し
め
、
棒
ち
ぎ
り
木

を
持
て
な
ぶ
り
殺
し
に
い
た
そ
う
と
申
て
御
座
る
が
、
御
僧
ハ
も
し

彼
直
実
が
行
脚
す
る
な
ど
申
沙
汰
ハ
聞
な
さ
れ
た
る
事
ハ
御
座
な
ひ

か。

以
上
が
「
副
言
巻
』
第
一
一
一
の
〈
敦
盛
〉
の
語
リ
で
あ
る
が
、
従
来
の
間

(IO) 

狂
言
台
本
は
概
ね
次
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

①
一
ノ
谷
落
城
の
際
、
敦
盛
は
城
に
忘
れ
た
秘
蔵
の
名
笛
を
取
り
に

戻
り
、
船
に
乗
り
遅
れ
た
こ
と
。

②
熊
谷
は
敦
盛
と
引
き
組
み
首
を
討
た
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
我
が
子

程
の
若
さ
に
驚
き
助
け
た
く
思
っ
た
が
、
後
方
か
ら
軍
監
の
土
肥
．

梶
原
が
来
た
た
め
、
や
む
な
く
敦
盛
の
首
を
討
っ
た
こ
と
。

③
そ
の
後
、
熊
谷
が
出
家
し
た
こ
と
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
副
言
巻
」
第
三
の
〈
敦
盛
〉
の
語
リ
で
は
、
前
半

は
敦
盛
が
詩
歌
管
弦
の
道
に
秀
で
、
殊
に
笛
の
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

一
ノ
谷
の
落
城
前
夜
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
後
半
で
敦
盛
と
笛
の
こ
と
が

語
ら
れ
な
い
こ
と
を
補
う
意
味
で
、
前
半
で
敦
盛
が
笛
の
名
手
で
あ
っ
た

こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
落
城
前
夜
に
酒
宴
を
催
し
、
「
管

弦
郡
曲
を
初
舞
曲
杯
も
候
ひ
し
」
と
あ
る
の
は
、
『
平
家
物
語
』
で
は
、

敦
盛
を
討
ち
取
っ
た
あ
と
の
熊
谷
の
言
葉
に
ご
く
簡
単
に
み
え
て
い
る
が
、

明
和
本
の
〈
敦
盛
〉
で
は
、
こ
の
『
副
言
巻
』
第
一
―
一
の
語
リ
に
よ
っ
て
、

後
場
の
敦
盛
が
舞
を
舞
う
次
の
場
面
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
（
詞
章
は
明
和
本
、
傍
線
部
は
改
訂
箇
所
を
示
し
括
弧
内
は
元
の
詞
章
）
。

シ
テ
＼
さ
て
も
衣
更
着
六
日
の
夜
の
事
な
り
し
か
バ
、
親
に
て
侯
経

盛
我
ら
を
集
め
、
今
や
う
を
う
た
ひ
舞
遊
び
し
に
ワ
キ
＼
さ
て
ハ

其
夜
の
御
あ
そ
び
な
り
け
り
。
城
の
う
ち
に
さ
も
面
白
き
笛
の
音
の
、

寄
手
の
陣
迄
聞
え
し
ハ
シ
テ
＼
そ
れ
こ
そ
さ
し
も
敦
盛
が
、
最
期

ま
で
持
ち
し
小
枝
の
笛
（
笛
竹
の
）
ワ
キ
＼
音
も
一
節
を
う
た
ひ
遊

シ
テ
＼
今
や
う
朗
詠
ワ
キ
＼
声
々
に
同
＼
拍
子
を
揃
へ
声

右
の
詞
章
の
後
に
「
中
ノ
舞
」
が
入
り
、
敦
盛
の
亡
霊
は
落
城
前
夜
の

思
い
出
の
舞
を
舞
う
こ
と
に
な
る
。

後
半
は
、
前
述
の
①
②
に
あ
た
る
内
容
が
語
ら
れ
る
が
、
〈
朝
長
〉
同

様
に
あ
く
ま
で
も
そ
の
場
で
戦
見
物
し
て
い
た
所
の
者
（
ア
イ
）
の
視
点

で
語
ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
①
の
敦
盛
が
笛
の
た
め
に
城
へ
引
き

帰
し
た
こ
と
や
そ
の
理
由
は
語
ら
れ
ず
、
②
の
敦
盛
を
討
つ
こ
と
を
た
め

ら
う
熊
谷
の
心
情
も
語
ら
れ
な
い
。
前
者
は
、
前
場
後
場
の
詞
章
に
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
『
平
家
物
語
」
に
も
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
た
め
、

後
者
は
熊
谷
本
人
に
熊
谷
の
心
情
を
語
る
不
自
然
さ
故
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

を
上

ぶ
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理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
〈
朝
長
〉
同
様
の
事
情
で
、
〈
敦
盛
〉
の
ア

イ
語
リ
に
も
ワ
キ
語
リ
と
の
兼
ね
合
い
を
は
か
る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性

も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

以
上
、
第
一
節
で
は
『
副
言
巻
j

第
三
所
収
の
〈
朝
長
〉
〈
敦
盛
〉
の

ァ
イ
語
リ
を
検
討
し
、
そ
の
ア
イ
語
リ
の
内
容
が
前
場
あ
る
い
は
後
場
と

の
整
合
性
を
満
た
す
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
両
曲

の
ア
イ
語
リ
の
独
自
性
は
、
そ
の
内
容
に
留
ま
ら
ず
、
一
貫
し
て
ア
イ
の

視
点
か
ら
語
ら
れ
る
語
リ
の
方
法
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
い
ず
れ
の
曲
に
お
い
て
も
、
能
全
体
の
な
か
で
、
ア
イ
の
段
に
は

前
場
後
場
の
内
容
と
重
複
な
く
、
か
つ
矛
盾
な
く
、
よ
り
な
だ
ら
か
に
舞

台
進
行
す
る
た
め
の
機
能
を
担
わ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

『
副
言
巻
』
第
三
の
考
証
的
側
面

装
束
の
詳
述
を
め
ぐ
っ
て
1

「
副
言
巻
j

第
三
の
語
リ
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
性
と
し
て
、
装
束
に
関

す
る
詳
細
な
叙
述
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
特
性
は
当
時
元
章
が
出
仕
し
た
田

安
家
の
当
主
田
安
宗
武
と
の
関
わ
り
か
ら
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ

の
具
体
的
な
内
容
に
触
れ
る
前
に
、
宗
武
と
明
和
本
刊
行
を
軸
と
し
た
「
明

和
の
改
正
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
近
年
、
中
尾
薫
氏
に
よ
っ
て
、
明
和
本
刊
行
に
お
け

る
宗
武
の
役
割
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
遥
か
に
大
き
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
宗
武
は
元
章
と
親
交
が
深
く
、

明
和
本
刊
行
を
後
援
す
る
立
場
に
あ
り
、
そ
の
国
学
へ
の
傾
倒
が
明
和
本

の
詞
章
改
訂
に
影
薯
を
及
ぽ
し
た
と
い
う
の
が
、
宗
武
と
「
明
和
の
改
正
」

に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
尾
氏
に
よ
っ
て
、
田
安
家

旧
蔵
I

版
本
番
外
謡
本
』
の
書
込
が
明
和
本
の
た
め
の
草
案
で
あ
る
こ
と

(11) 

が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
後
の
同
氏
の
論
考
に
お
い
て
も
、
『
田
藩
事
実
」

『
徳
川
実
紀
j

の
諸
記
録
や
当
時
の
随
筆
等
の
記
事
か
ら
、
宗
武
を
「
〈
明

(12) 

和
の
改
正
〉
に
積
極
的
に
関
与
し
、
改
訂
作
業
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
」

と
し
て
、
実
質
的
な
作
業
に
お
け
る
関
与
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宗

武
の
立
場
は
、
そ
の
ま
ま
「
副
言
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ
り
、
実
際
、
新
作
能
〈
梅
〉
の
替
ア
イ
に
は
真
淵
説
へ
の
批
判
を
含

ん
だ
宗
武
の
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の

よ
う
な
近
年
の
研
究
成
果
に
鑑
み
る
と
、
国
学
を
始
め
、
服
飾
研
究
、
雅

楽
研
究
に
傾
倒
す
る
田
安
宗
武
の
指
導
の
も
と
、
宗
武
の
復
古
の
志
に
触

発
さ
れ
た
元
章
と
、
田
安
家
へ
出
仕
し
恐
ら
く
消
極
的
な
が
ら
も
「
明
和

の
改
正
」
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
賀
茂
真
淵
、
真
淵
か
ら
依
頼
を

受
け
た
加
藤
枝
直
、
そ
の
他
の
主
要
な
協
力
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、

明
和
本
が
成
立
し
、
同
様
に
、
『
副
言
巻
」
も
そ
れ
に
近
似
し
た
環
境
の

な
か
で
成
立
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
宗
武
の
服
飾
研
究
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
は
、
宗
武
自
身
の
著
作
「
玉
函
叢
説
』
、
宗
武
の
遺
稿
整
理
に
あ
た
っ

た
藤
原
孝
綽
、
源
清
良
に
よ
る
『
服
飾
管
見
』
、
狛
諸
成
が
後
年
に
服
飾

に
関
す
る
宗
武
の
談
論
を
集
録
し
た
「
服
飾
漫
語
j

が
あ
る
ほ
か
、
研
究

成
果
の
実
践
の
場
と
し
て
田
安
邸
内
に
「
織
殿
」
と
呼
ば
れ
る
織
物
工
房
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が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た

観
世
宗
家
蔵
『
装
束
古
裂
帳
l

は
天
皇
、
上
皇
、
延
臣
が
着
用
し
た
装
束

の
裂
を
台
紙
に
貼
り
、
解
説
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
奥
書
か
ら
も
一
条

兼
良
の
「
桃
華
薬
葉
」
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
同

書
の
綱
者
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
「
慶
伝
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、

(15) 

元
章
と
宗
武
の
周
辺
で
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
宗
武
の

服
飾
研
究
が
「
明
和
の
改
正
」
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
こ
と
は
既
に

(16) 

拙
稿
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
〈
杜
若
〉
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
実
際
の
宮
中
行
事
の
有
職
故
実
に
基
づ
い
た
装
束
の
指
定
な
ど

は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
「
副
言
巻
』
第
三
の
例
は
、

宗
武
の
服
飾
研
究
の
成
果
を
直
接
的
に
反
映
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

そ
の
宗
武
の
影
響
を
受
け
た
元
章
の
考
証
の
結
果
と
捉
え
て
よ
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
副
言
巻
」
第
三
で
は
、
田
安
家
に
お
け
る

服
飾
研
究
の
影
響
が
装
束
の
詳
述
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
前

章
で
取
り
上
げ
た
〈
朝
長
〉
の
ア
イ
語
リ
に
お
い
て
は
、
青
墓
の
宿
へ
辿

り
着
い
た
義
朝
、
朝
長
、
鎌
田
、
金
王
丸
の
四
人
の
出
立
が
次
の
よ
う
に

詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
門
を
た
A

き
し
男
と
思
し
く
て
、
門
の
前
に
大
男
が
、
く
ろ
き
直

垂
に
黒
き
鎧
着
て
、
左
の
手
に
馬
を
引
て
立
た
り
、
側
に
是
も
馬
を

引
て
大
き
な
る
男
の
、
髪
を
ば
童
の
様
に
取
揚
結
た
る
が
、
白
き
直

ョ
u
と

垂
に
赤
威
し
の
甲
着
た
い
ま
つ
持
て
あ
り
。
其
後
に
赤
地
の
錦
の

直
垂
に
、
黒
糸
威
の
甲
、
鍬
形
打
た
る
冑
を
着
た
る
男
と
十
五
六
な

る
人
の
、
朽
葉
の
直
垂
に
お
も
だ
か
威
し
の
甲
着
た
る
と
、
馬
に
の

り
な
が
ら
四
方
に
目
を
配
り
て
居
れ
ば

右
の
よ
う
な
、
装
束
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
、
間
狂
言
台
本
に
あ
っ

て
は
『
副
言
巻
』
の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
義
朝
、
朝
長
の
装
束
に
関
し
て
は
、
観
世
文
庫
蔵
「
明
和
改
正
謡
本

(17) 

改
装
本
』
へ
の
書
入
に
よ
っ
て
、
元
章
自
身
が
『
参
考
平
治
物
語
』
を
参

照
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
文
庫
蔵
の
『
明
和

改
正
謡
本
改
装
本
j

は
明
和
本
に
元
章
が
出
典
考
証
や
演
能
記
録
を
書
き

入
れ
た
本
で
、
同
本
所
収
の
〈
朝
長
〉
に
は
、
頭
注
の
形
で
四
箇
所
『
参

考
平
治
物
語
』
の
引
用
が
あ
る
が
、
こ
の
四
箇
所
の
引
用
の
う
ち
、
後
ジ

テ
登
場
の
段
に
頭
書
で
「
二
十
七
日
出
立
ニ
ハ
中
宮
大
夫
進
朝
長
ハ
十
六

歳
朽
葉
ノ
直
垂
二
澤
潟
ト
テ
澤
潟
威
ニ
シ
タ
ル
重
代
の
鎧
二
、
白
星
ノ
兜

ヲ
著
〈
以
下
省
略
〉
」
と
あ
り
、
元
章
が
朝
長
の
出
立
を
考
証
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
義
朝
の
装
束
に
関
す
る
引
用
は
見
ら
れ
な
い

(18) 

が
、
同
じ
く
『
参
考
平
治
物
語
』
に
「
武
士
の
大
将
左
馬
頭
義
朝
ハ
、
赤

地
錦
ノ
直
垂
二
、
黒
絲
威
ノ
鎧
二
〈
割
注
略
〉
鍬
形
打
タ
ル
五
枚
兜
ノ
緒

ヲ
シ
メ
・
・
・
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
同
書
を
参
照
し
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

他
に
も
、
〈
忠
度
〉
の
ア
イ
語
リ
で
は
、
「
平
家
の
公
達
薩
摩
守
忠
度
ハ

此
一
谷
の
城
の
西
乃
手
を
守
て
お
ハ
せ
し
が
、
其
日
乃
装
束
に
ハ
、
錦
の

ョ
ロ
ヒ

直
垂
に
、
金
物
し
げ
く
打
た
る
甲
着
て
、
黒
き
馬
の
太
く
た
く
ま
し
き
に
、
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い
か
け
じ
の
く
ら
置
て
乗
給
ひ
け
る
が
」
と
一
ノ
谷
の
合
戦
に
お
け
る
忠

度
の
装
束
に
つ
い
て
述
べ
、
〈
知
章
〉
の
ア
イ
語
リ
で
は
、
「
知
章
ハ
若
武

者
な
れ
バ
殊
に
花
や
か
に
出
立
給
ひ
、
桜
花
の
散
か
ふ
さ
ま
織
た
る
直
垂

に
、
蝶
の
裾
金
物
繁
打
た
る
鎧
、
大
鍬
形
の
冑
を
着
給
ひ
、
い
か
も

ヅ
ク
リ

の
装
の
横
刀
を
侃
、
中
黒
の
矢
掻
負
、
塗
籠
藤
の
弓
を
持
、
白
つ
き
毛

の
馬
に
金
覆
輪
の
鞍
置
、
紅
の
厚
総
掛
て
乗
給
ひ
し
か
バ
」
と
、
知
章
の

合
戦
当
日
の
装
束
を
述
べ
る
件
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
副
言
巻
j

第
三
の
ア
イ
語
リ
に
限
ら
ず
、

『
副
言
巻
」
所
収
の
修
羅
能
の
間
の
段
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
も

あ
る
。
第
十
二
所
収
の
〈
敦
盛
〉
の
ワ
キ
語
リ
で
は
、
一
ノ
谷
に
て
平
家

の
公
達
を
討
ち
取
ら
ん
と
探
す
熊
谷
の
目
に
留
ま
っ
た
敦
盛
を
「
練
緯
に

鶴
繍
た
る
直
垂
に
、
萌
木
匂
の
鎧
き
て
、
連
銭
あ
し
げ
成
馬
に
乗
た
る
武

者
」
と
語
り
、
同
じ
く
第
十
二
に
収
め
ら
れ
た
〈
屋
島
〉
の
替
ア
イ
で
あ

る
「
那
須
」
で
は
、
「
与
一
其
比
ハ
は
た
ち
ば
か
り
の
男
な
り
。
褐
色
に

赤
地
の
錦
を
も
つ
て
、
ゑ
り
は
た
袖
い
ろ
へ
た
る
直
垂
に
、
萌
黄
威
の
鎧

き
て
、
あ
じ
白
の
太
刀
を
は
き
、
廿
四
さ
い
た
る
き
り
ふ
の
矢
に
、
ぬ
た

カ
プ
ラ
ヤ

め
の
響
齋
差
添
た
る
を
負
、
頻
藤
の
弓
脇
に
は
さ
ミ
、
冑
を
ぬ
い
て
高
紐

に
掛
、
判
官
の
御
前
に
か
し
こ
ま
る
。
」
と
、
従
来
の
ア
イ
語
リ
よ
り
更

に
詳
し
く
那
須
与
一
の
出
立
を
語
る
。
元
章
が
明
和
本
あ
る
い
は
謡
本
に

装
束
に
関
す
る
書
入
を
施
し
た
例
は
〈
朝
長
〉
以
外
に
見
ら
れ
な
い
が
、
〈
朝

長
〉
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
〈
忠
度
〉
〈
敦
盛
〉
「
那
須
」
に
お

い
て
も
、
原
典
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
か
ら
人
物
の
出
立
を
忠
実
に
引
用

(19) 

す
る
方
法
は
、
〈
朝
長
〉
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
『
副
言
巻
」
所
収
の
修
羅
能
の
間
の
段
に
見
ら
れ
る
装
束
の
詳

述
と
い
う
特
性
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
能
の
取
材
し

た
原
典
に
忠
実
に
拠
っ
て
武
将
の
出
立
を
語
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
語
リ
の
筋
に
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
、
考
証
の
結
果
を
反

映
す
る
「
街
学
的
」
語
リ
は
、
明
和
本
廃
止
後
、
間
狂
言
台
本
と
し
て
同

本
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
主
た
る
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
考
証
的
内
容
は
能
の
内
容
と
の
甑
齢

を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
ア
イ
語
リ
に
「
副
言
巻
j

の
影

響
が
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
他
に
も
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

『
副
言
巻
』
第
三
所
収
の
ア
イ
語
リ
及
び
ワ
キ
と
ア
イ
の
や
り
と
り
に

つ
い
て
、
〈
朝
長
〉
〈
敦
盛
〉
を
取
り
上
げ
て
、
前
場
後
場
と
の
関
わ
り
か

ら
そ
の
内
容
を
検
証
し
て
き
た
。
ま
た
『
副
言
巻
」
全
体
の
修
羅
能
の
間

の
段
に
お
け
る
装
束
の
詳
述
と
い
う
特
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
『
副
言
巻
』
が
目
指
し
た
ア
イ
語
リ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
ア
イ
語
リ
は
、

室
町
末
期
以
降
に
居
語
り
の
形
に
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
江
戸

中
期
頃
ま
で
、
長
大
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
イ
語

リ
長
大
化
の
理
由
と
し
て
、
表
章
氏
は
、
①
解
説
的
役
割
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
②
中
入
り
し
た
シ
テ
の
着
替
え
の
時
間
を
つ
な
ぐ
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必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
狂
言
の
語
リ
の
技
術
の
向
上
と
そ
れ
に
伴
っ
て

観
客
が
語
リ
を
鑑
賞
批
判
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
と
い
っ

た
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
、
『
副
言
巻
』
成
立
当
時

(21) 

も
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ア
イ
語
リ
の
長
大
化
の
要
因

は
、
ア
イ
語
リ
が
果
た
し
た
機
能
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
副
言
巻
』
の
ア
イ
語
リ

が
①
の
よ
う
な
能
の
内
容
を
よ
り
平
易
に
説
明
す
る
解
説
機
能
を
担
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
能
の
前
場
、
後
場
と
重
複
し
な
い
よ
う
作
ら
れ
た

内
容
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
前
掲
の
三
つ
の
役
割
の
う
ち
で
は
、
実
質
的

に
は
②
の
機
能
が
最
も
求
め
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
②
及
び

③
の
機
能
を
満
た
す
と
と
も
に
、
間
の
段
が
能
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と

を
よ
り
意
識
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、
『
副
言
巻
』
の
ア
イ
語
リ
で
あ
る
と

言
え
よ
う
か
。
同
じ
意
識
は
狂
言
方
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
、

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
能
の
内
容
と
は
噛
み
合
わ
な
い
ア
イ
語
リ
が

膨
張
し
て
い
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

能
の
内
容
と
靴
輛
の
な
い
ア
イ
語
リ
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
『
副
言
巻
」

の
方
向
性
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
明
和
本
に
よ
る
上
演
の
な
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
け
ば
、
『
副

言
巻
』
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
痕
跡
は
現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
流
動

性
に
富
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
間
の
段
に
お
い
て
、
『
副
言
巻
』
が
取
り
入

れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
要
囚
は
、
第
一
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
『
副

言
巻
』
の
考
証
的
側
面
に
よ
る
と
こ
ろ
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
が
、
狂
言
方

の
語
リ
の
芸
を
侵
害
す
る
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
は
な

(
l
)
『
副
言
巻
』
各
冊
の
所
蔵
元
は
以
下
の
通
り
。
観
世
宗
家
蔵
『
副
言
巻
』
第

一
＼
第
六
•
第
九
•
第
十
一
、
鴻
山
文
庫
蔵
『
副
言
巻
』
第
一
•
第
三
・

第
十
一
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
安
田
文
庫
蔵
『
副
言
巻
』
第
十
•
第

十
二
。
な
お
、
『
副
言
巻
』
第
三
は
鴻
山
文
庫
蔵
本
、
観
世
宗
家
蔵
本
が
伝

存
す
る
が
、
鴻
山
文
庫
蔵
本
は
後
半
の
「
二
番
目
俳
之
間
語
」
を
欠
く
た
め
、

本
文
中
の
「
副
言
巻
j

第
一
＿
一
の
引
用
は
、
観
世
宗
家
蔵
本
[
『
観
世
ア
ー
力

イ
ブ
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://gazo.dl.itc.u,tokyo.ac
・豆
8
0
8
0
/
k
a
n
z
e
g
a
z
o
¥

i
n
d
e
x
.
h
 t
m
l
l
 ]
に
拠
っ
た
。

(2)
久
松
潜
一
・
監
修
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
二
十
三
巻
（
続
群
害
類
従
完
成
会
。

平
成
4
年）

注 い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
節
で
検
証
し
た
〈
朝
長
〉
〈
敦

盛
〉
の
ア
イ
語
リ
に
見
ら
れ
る
、
語
リ
と
い
う
よ
り
は
セ
リ
フ
劇
的
要
素

の
強
い
ア
イ
語
リ
ヘ
の
改
訂
や
、
『
副
言
巻
』
第
四
に
見
ら
れ
る
ア
イ
語

リ
の
省
略
が
示
す
よ
う
に
、
結
果
的
に
『
副
言
巻
』
に
お
い
て
狂
言
方
の

語
リ
の
芸
が
縮
小
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
、
緩
急
や
抑
揚
を
工
夫
す
る
な
ど
し
て
語
リ
の
芸
を
錬
磨
し
て
き
た

狂
言
方
に
と
っ
て
は
、
『
副
言
巻
』
を
積
極
的
に
は
受
け
入
れ
難
か
っ
た

要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
今
後
も
『
副
言
巻
』
の
内
容
を
考
察
し
て
い
く
な
か
で
、

考
え
る
べ
き
問
題
と
し
た
い
。
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(
3
)
中
尾
蕉
「
田
安
宗
武
の
能
楽
愛
好
ー
ー
．
田
藩
文
庫
の
能
楽
関
係
資
料
を
手

が
か
り
と
し
て
ー
」
（
「
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
第
24
号
。
待
兼
山
芸
術
学
会
。
平
成
19

年

3月）

(
4
)
表
章
E

能
楽
史
新
考
（
二
）
j

(

わ
ん
や
書
店
。
昭
和
6
1
年）

(5)
田
口
和
夫
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
＞
狂
言
の
世
界
』
（
岩
波
書
店
。
昭

和
62
年）

(
6
)
大
阪
大
学
図
書
館
蔵
本
に
拠
る
。

(7)
参
照
し
た
間
狂
言
台
本
は
以
下
の
通
り
。

大
蔵
虎
明
本
：
．
『
大
蔵
家
伝
之
書
古
本
能
狂
言
」
（
臨
川
普
店
。
昭
和
51
年）

に
拠
っ
た
。

貞
享
松
井
本
…
『
貞
享
年
間
大
蔵
流
間
狂
言
本
二
種
j

能
楽
資
料
集
成

15
（
田
口
和
夫
校
訂
。
わ
ん
や
習
店
。
昭
和
61
年
）
に
拠
っ
た
。

森
川
杜
園
旧
蔵
本
…
『
謡
曲
大
観
』
（
佐
成
謙
太
郎
。
明
治
書
院
。
昭
和
5
年）

に
拠
っ
た
。

三
宅
庄
市
手
沢
本
…
「
狂
言
集
成
』
（
野
々
村
戒
―
ニ
・
安
藤
常
次
郎
。
能
楽
書
林
。

昭
和
49
年）

真
野
町
若
林
義
太
郎
蔵
本
所
蔵
間
狂
言
本
…
『
佐
渡
鷺
流
間
狂
言
』
（
佐
渡

鴛
流
狂
言
研
究
会
・
編
。
平
成
10
年
）
に
拠
っ
た
。

(
8
)
伊
藤
正
義
「
謡
曲
集
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
〈
朝
長
〉
頭
注
（
新
潮
社
。

昭
和
58
年）

(
9
)
天
野
文
雄
「
平
家
物
語
と
能
・
狂
言
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
57
年
6
月）

(10)
注
7
に
同
じ
。

(11)
中
尾
薫
「
田
安
宗
武
と
明
和
改
正
謡
本
ー
田
安
家
旧
蔵
「
版
本
番
外
謡

本
』
の
書
込
み
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
芸
能
史
研
究
」

166
号。

2
0
0
4
年
7（月）

(12)
注
10
に
同
じ
。

(13)
中
尾
薫
「
明
和
改
正
謡
本
と
田
安
宗
武
ー
|
'
新
作
能
《
梅
》
を
中
心
に
ー
」

（
「
能
と
狂
言
」

2
。
2
0
0
4
年
5
月）

(14)
宮
本
圭
造
「
徳
川
家
と
能
ー
将
軍
家
・
御
三
家
・
御
三
卿
と
能
と
の
関

わ
り
」
（
西
野
春
雄
・
宮
本
圭
造
監
修
「
国
立
能
楽
堂
開
場
―
一
十
周
年
記
念
特
別

展
示
徳
川
家
の
能
」
平
成
16
年
1
月）

(15)
『
観
世
ア
ー
カ
イ
ブ
]
(
h
t
t
p
:
/
/
g
a
z
o
.
d
l
.
i
t
c
.
u
,
t
o
k
y
o
.
a
c
.
j
p
:
8
0
8
0
/
k
a
n
z
e
g
a
z
o
/
 

i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
)

解
題

(16)
橋
場
夕
佳
「
観
世
太
夫
元
章
の
小
書
《
杜
若
》
「
恋
之
舞
」
の
演
出
意

回
と
そ
の
影
響
」
（
「
演
劇
学
論
叢
j

第
8
号
。

2
0
0
6
年
8
月
）

(17)
『
観
世
ア
ー
カ
イ
ブ
」

(
h
t
t
p
:
/
/
g
a
z
o
.
d
l
.
i
t
c
.
u
,
t
o
k
y
o
.
a
c
.
j
p
:
8
0
8
0
¥
k
苔
N
e
g
a
z
o
¥

i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
)

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
拠
る
。

(
1
8
)
R

参
考
保
元
平
治
物
語
』
（
国
書
刊
行
会
。
大
正
―
二
年
）

(19)
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
平
家
物
語
〈
下
〉
』
（
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
。

岩
波
書
店
。
平
成
五
年
）
を
参
照
。
な
お
、
〈
知
章
〉
に
関
し
て
は
、
そ
の
装

束
の
典
拠
は
不
明
。

(20)
表
章
「
間
狂
百
の
変
遷
居
語
リ
の
成
立
を
中
心
に
ー
」
（
小
山
弘
志
・

北
川
忠
彦
編
「
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
22
巻
謡
曲
・
狂
言
」
角
川
嘗
店
。
昭
和
52
年）

(21)
享
保
初
年
頃
成
立
の
「
享
保
保
教
本
」
（
「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
鴛
流
狂
言
伝

習
」
八
木
害
店
。
昭
和
59
年
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

間
ハ
、
趣
向
ヲ
云
ヒ
分
ル
タ
メ
太
夫
ノ
休
息
ノ
為
也
、
謡
ノ
講
釈
ナ
レ
バ

耳
近
ク
云
フ
様
二
心
得
ベ
シ
、
井
太
夫
ノ
招
ル
間
抜
ケ
ザ
ル
タ
メ
ナ
レ
バ

見
合
セ
テ
語
ル
ベ
シ
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