
牛
若
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
試
論

―
―
『
天
狗
の
内
裏
』
の
版
本
系
諸
本
と
奥
浄
瑠
璃
諸
本
を
め
ぐ
っ
て

宮

腰

直

人

一
、
は
じ
め
に

お
伽
草
子
や
幸
若
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
中
近
世
文
芸
の
展
開
の
な

か
で
、
源
義
経
（
牛
若
・
御
曹
子
）
に
関
す
る
物
語
群
は
、
と
か
く
判
官
物
・

義
経
物
と
称
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
義
経
物
の
お
伽
草
子
諸
作
品
間

の
関
係
は
も
と
よ
り
、そ
れ
が
『
義
経
記
』
や
幸
若
舞
曲
、古
浄
瑠
璃
と
い
っ

た
語
り
物
文
芸
と
交
錯
し
、
全
貌
の
把
握
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
そ
の
理

由
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ（
１
）う。

そ
う
し
た
義
経
物
の
重
層
性
を
捉
え
る
上
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た

の
が
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
に
備
わ
る
一
連
の
「
未
来
語（
２
）り」
と
、
長
編

の
語
り
物
で
あ
る
と
お
ぼ
し
い
『
常
盤
物
語
』
の
叙
述
で
あ
る
。

『
天
狗
の
内
裏
』
で
は
、物
語
終
盤
で
大
日
如
来
で
あ
る
義
朝
に
よ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
牛
若
の
身
に
起
こ
る
出
来
事
が
予
言
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
趣

向
は
、
お
伽
草
子
か
ら
古
浄
瑠
璃
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
る
牛
若
・
義
経
の
説

話
形
成
の
諸
相
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
語
り
物
と
し
て

の
義
経
物
の
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
牛
若
・
義
経
に
関

す
る
様
々
な
説
話
を
集
成
し
た
『
常
盤
物
語
』
に
も
『
天
狗
の
内
裏
』
の

「
未
来
語
り
」
に
準
じ
る
叙
述
が
認
め
ら
れ
、
両
者
に
共
通
す
る
「
未
来
語

り
」
が
想
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
な
お
、『
常
盤
物
語
』
に
は
、
さ
ら

に
広
範
囲
に
、
お
伽
草
子
、
幸
若
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
と
関
わ
る
諸
説
を
採
録

し
て
お
り
、
義
経
物
の
把
握
に
と
っ
て
重
要
な
参
照
軸
と
な
っ
て
い
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
個
々
の
義
経
物
の
テ
キ
ス
ト
と
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸

本
と
『
常
盤
物
語
』
の
叙
述
と
を
照
合
し
、
そ
の
整
合
性
を
問
題
に
し
て
き

た
と
い
っ
て
よ（
３
）い。
こ
の
試
み
が
多
様
で
複
雑
な
テ
キ
ス
ト
群
の
全
体
像
の

把
握
に
お
い
て
、
必
要
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

だ
が
、『
天
狗
の
内
裏
』
で
あ
れ
、『
常
盤
物
語
』
で
あ
れ
、
個
別
の
表
現

や
物
語
構
造
の
分
析
を
欠
い
た
ま
ま
、物
語
叙
述
を
そ
の
ま
ま
傍
証
と
し
て
、

義
経
物
の
テ
キ
ス
ト
の
形
成
を
論
じ
て
も
限
界
が
あ
る
の
も
ま
た
事
実
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

『
天
狗
の
内
裏
』
を
、
果
た
し
て
牛
若
・
義
経
の
物
語
と
し
て
ど
の
よ
う

に
定
位
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ち
早
く
『
天
狗
の
内
裏
』
を
紹
介
し
た

島
津
久
基
氏
は
、
義
経
物
と
し
て
は
「
異
色
」
で
、「
仏
教
物
、
法
談
物
」

と
し
、
牛
若
・
義
経
の
物
語
と
し
て
は
控
え
め
な
評
価
を
す（
４
）る。
他
方
、
徳
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田
和
夫
氏
は
、『
天
狗
の
内
裏
』
を
、（
一
）
鞍
馬
の
地
で
の
牛
若
に
よ
る
兵

法
取
得
譚
と
（
二
）
異
郷
訪
問
譚
、（
三
）
未
来
語
り
の
三
つ
に
分
け
、
兵

法
の
取
得
が
第
一
義
的
で
あ
ろ
う
と
す（
５
）る。

島
津
氏
が
言
う
よ
う
に
、
牛
若
と
大
日
如
来
の
仏
法
問
答
や
地
獄
極
楽
遍

歴
譚
、
未
来
語
り
に
見
て
取
れ
る
教
説
の
言
説
に
着
目
す
る
と
、
確
か
に
法

語
文
芸
と
し
て
の
面
が
認
め
ら
れ
る
。
徳
田
氏
の
見
解
の
ご
と
く
、
牛
若
の

物
語
と
し
て
読
み
解
く
な
ら
ば
、
鞍
馬
天
狗
と
牛
若
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を

重
視
す
る
の
も
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
、
近
年
の
研
究
状
況
を
勘
案
す
る
と
、

新
た
な
読
解
の
可
能
性
を
も
つ
説
話
モ
チ
ー
フ
が
浮
上
す
る
。

そ
れ
は
牛
若
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
で
あ
る
。新
出
の
絵
巻
系
統
の
諸
本
が
、

古
写
本
系
や
奥
浄
瑠
璃
諸
本
と
も
ま
た
異
な
る
教
化
の
言
説
を
有
し
、
独
自

に
地
獄
遍
歴
譚
の
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
や
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
が
大
幅

に
地
獄
に
関
す
る
叙
述
を
増
加
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
こ
の
説
話
モ
チ
ー
フ

が
『
天
狗
の
内
裏
』
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。ま

た
、拙
稿
で
論
じ
た
『
義
経
地
獄
破
り
』
と
『
天
狗
の
内
裏
』
の
関（
６
）係、

す
な
わ
ち
、
地
獄
遍
歴
譚
か
ら
地
獄
破
り
譚
へ
の
展
開
を
加
味
す
る
と
、『
天

狗
の
内
裏
』
に
お
け
る
牛
若
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く

は
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
牛
若
が
地
獄
と
極
楽
と
を
遍
歴
す
る
一

連
の
叙
述
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
問
い
に
正
面

か
ら
答
え
る
考
察
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

近
年
、
こ
の
課
題
を
見
据
え
て
精
力
的
な
考
察
を
加
え
て
い
る
の
が
、
箕

浦
尚
美
氏
の
一
連
の
論
考
で
あ（
７
）る。
箕
浦
氏
は
、
広
く
新
出
の
伝
本
を
紹
介

し
つ
つ
、『
天
狗
の
内
裏
』
の
教
説
の
分
析
を
行
い
、
法
語
文
芸
と
し
て
の

『
天
狗
の
内
裏
』
の
一
面
を
論
じ
、
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
お
伽

草
子
か
ら
始
ま
り
、
近
世
後
期
の
奥
浄
瑠
璃
に
至
る
ま
で
、『
天
狗
の
内
裏
』

が
様
々
な
変
容
を
遂
げ
て
読
み
継
が
れ
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
ま
だ
考

察
の
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
の
う
ち
、

近
世
前
期
の
丹
緑
本
に
は
じ
ま
る
版
本
系
統
の
諸
本
と
、
新
出
の
絵
巻
の
系

統
及
び
奥
浄
瑠
璃
諸
本
と
に
着
目
し
て
物
語
の
読
解
を
試
み
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
物
語
の
〈
原
態
〉
や
〈
成
立
〉
を
論
じ
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
重
要

な
課
題
だ
が
、
近
世
の
人
び
と
に
読
み
継
が
れ
た
テ
キ
ス
ト
群
を
、
そ
の
展

開
や
変
容
、
改
変
の
諸
相
に
注
目
す
る
こ
と
で
、『
天
狗
の
内
裏
』
の
多
面

的
な
性
格
の
一
端
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
本

稿
で
は
必
要
に
応
じ
て
、
語
り
物
文
芸
の
義
経
物
や
常
盤
物
の
系
譜
に
言
及

し
な
が
ら
、牛
若
の
物
語
と
し
て
『
天
狗
の
内
裏
』
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

二
、
牛
若
と
義
朝
の
対
面
と
別
れ
―
版
本
系
諸
本
の
検
討

『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
に
つ
い
て
は
、
徳
田
和
夫
氏
と
箕
浦
尚
美
氏
に

よ
っ
て
整
理
が
な
さ
れ
て
い（
８
）る。（
一
）
古
写
本
系
統
と
（
二
）
丹
緑
本
に

代
表
さ
れ
る
版
本
系
統
、
近
時
、
尾
崎
修
一
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
（
三
）

新
出
の
絵
巻
系（
９
）統、
そ
し
て
東
北
の
地
で
多
く
書
写
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い

（
四
）
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
系
統
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
版
本
系
統
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
系
統
は
、
①
寛

永
正
保
頃
刊
の
丹
緑
本
（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
）
と
②
明
暦
四
年
（
一
六
五

八
）
刊
本
（
山
田
市
郎
兵
衛

刈
谷
市
中
央
図
書
館
ほ
か
蔵
）、
③
万
治
二

年
（
一
六
五
九
）
刊
本
（
松
会

国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
の
三
種
が
あ
る
。

基
本
的
に
本
文
の
系
統
は
同
一
だ
が
、
②
は
①
を
復
刻
す
る
に
際
し
て
落
丁
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を
生
じ
て
お
り
、
③
で
は
そ
れ
を
補
う
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い（

１０
）る。
②
は
京

の
山
田
市
郎
兵
衛
、
③
は
江
戸
の
松
会
、
い
ず
れ
も
近
世
前
期
の
お
伽
草
子

の
出
版
に
か
か
わ
っ
た
版
元
で
あ
る
点
は
注
意
さ
れ（

１１
）る。

こ
の
系
統
で
注
目
す
べ
き
は
、
①
や
②
の
版
本
を
も
と
に
し
た
絵
入
り
写

本
、
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
本
が
製
作
さ
れ
、
ま
た
、
挿
絵
な
し
の
写
本
で
も
改

作
本
が
確
認
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
ろ（

１２
）う。
つ
ま
り
、『
天
狗
の
内
裏
』
の

近
世
に
お
け
る
享
受
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
の
版
本
系
統

な
の
で
あ
る
。

版
本
系
統
の
本
文
に
つ
い
て
、
古
写
本
系
に
対
し
て
独
自
本
文
を
も
つ
こ

と
が
徳
田
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

１３
）が、
こ
こ
で
は
『
天
狗
の
内
裏
』

諸
本
に
共
通
す
る
叙
述
に
注
目
し
、
あ
ら
た
め
て
版
本
系
統
の
本
文
の
特
色

を
検
討
し
て
み
よ
う
。

大
日
如
来
、
大
き
に
歓
喜
し
給
ひ
、
扇
を
天
に
な
げ
さ
せ
給
へ
ば
、
有

が
た
や
、
妄
執
の
雲
晴
れ
て
、
互
ひ
に
目
と
目
を
見
あ
は
せ
給
ひ
、
昔

も
今
も
娑
婆
も
未
来
も
、
親
子
の
契
り
は
む
つ
ま
じ
や
。
あ
ら
、
成
人

や
、
さ
せ
て
も
ゆ
ゆ
し
の
牛
若
や
と
御
喜
び
の
涙
、
れ
ん
〳
〵
た
り
。

御
曹
司
は
、
夢
う
つ
つ
と
も
わ
き
ま
へ
ず
、
御
涙
せ
き
あ
へ
ず
、
御
曹

司
、
こ
れ
へ
〳
〵
と
あ
り
け
れ
ば
、
よ
し
は
ば
か
り
は
さ
も
あ
ら
ば
あ

れ
。
御
前
近
く
参
り
給
へ
ば
、
後
れ
の
髪
を
か
き
な
で
さ
せ
給
ひ
、
ぜ

ん
ざ
い
な
れ
や
、
遮
那
王
、
ぜ
ん
ざ
い
な
れ
や
、
牛
若
と
お
ほ
せ
け
る
。

（
室
町
時
代
物
語
集
）

大
日
如
来
で
あ
る
義
朝
と
牛
若
が
仏
法
問
答
を
繰
り
広
げ
た
結
果
、
よ
う

や
く
父
親
と
子
と
し
て
対
面
す
る
場
面
で
あ
る
。
古
写
本
系
で
も
、
基
本
的

に
親
子
の
再
会
を
涙
な
が
ら
に
語
る
叙
述
は
同
様
で
、
こ
の
物
語
の
要
所
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
版
本
系
諸
本
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
義
朝
が
牛
若
の

髪
を
か
き
な
で
た
後
、「
善
哉
」
と
声
を
か
け
る
印
象
的
な
表
現
を
採
っ
て

い
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
の
表
現
は
説
話
や
語
り
物
の
な
か
で
神
仏
や

肉
親
が
対
象
に
寄
せ
る
加
護
と
愛
惜
の
表
現
と
し
て
機
能
し
、『
天
狗
の
内

裏
』
の
表
現
も
こ
の
延
長
で
理
解
で
き
る
。
ま
ず
は
「
な
で
る
」
と
い
う
表

現
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
表
現
の
早
い
例
は
、『
法
華
経
』
嘱
累
品
の
叙
述
に
み
え
、『
志
度
寺

縁
起
』
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
が
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い（

１４
）る。『
天
狗
の
内

裏
』
の
場
合
、
大
日
如
来
た
る
義
朝
が
仏
、
牛
若
は
菩
薩
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
類
例
を
加
え
て
お
く
と
、『
慈
巧
上
人
極

楽
問（

１５
）答』
で
も
来
迎
の
儀
礼
を
説
く
く
だ
り
で
、
勢
至
菩
薩
が
行
者
の
「
か

う
べ
を
な
で
」
て
蓮
台
に
の
せ
る
と
い
う
叙
述
が
確
認
で
き
る
。

挿
絵
で
も
丹
緑
本
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
す
る
と
み
ら
れ
る
大
英
図
書
館
蔵

本
で
は
、
こ
の
場
面
を
絵
画
化
し
て
お
り
、
物
語
の
要
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か（

１６
）る。
な
お
、
こ
の
「
な
で
る
」
と
い
う
表
現
は
、
後
に
語
り
物
の
定
型

表
現
と
し
て
定
着
し
た
と
お
ぼ
し（

１７
）い。
た
と
え
ば
『
阿
弥
陀
の
胸
割
』（
慶

安
四
年
〈
一
六
五
一
〉
刊
）
に
も
次
の
よ
う
な
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
。

天
寿
の
姫
、
臥
し
た
る
弟
の
後
れ
の
髪
を
搔
き
撫
で
て
、
口
説
か
れ
る

こ
そ
あ
は
れ
な
れ

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

こ
う
し
た
定
型
表
現
を
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
は
共
有
し
て
い
た
わ
け
だ

が
、
版
本
系
統
は
、
さ
ら
に
「
ぜ
ん
ざ
い
な
れ
や
」
と
い
う
文
言
を
付
し
て

い
る
。
こ
の
表
現
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
『
中
将
姫
』（
寛
文
頃
成
立

か
）
に
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き（

１８
）る。

汝
女
人
た
る
間
、
わ
れ
も
女
人
と
あ
ら
わ
れ
た
り
。
右
の
十
二
段
に
へ

り
を
織
り
、
二
十
五
の
女
人
成
仏
の
願
を
あ
ら
わ
す
な
り
と
て
、
中
将

姫
の
か
う
べ
を
な
で
給
ひ
、
ぜ
ん
ざ
い
な
り
、
〳
〵
。
汝
三
年
を
経
て
、
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春
の
こ
ろ
必
ず
、
む
か
ひ
に
き
た
る
べ
し
と
の
給
ひ
て
、
二
上
山
を
さ

し
て
あ
が
り
給
へ
ば
、
紫
雲
た
な
び
き
、
異
香
く
ん
ず
。

化
尼
が
中
将
姫
に
曼
荼
羅
の
講
説
を
す
る
一
連
の
場
面
の
最
後
に
、
中
将

姫
の
頭
部
が
撫
で
ら
れ
、「
善
哉
」
の
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
説

経
『
中
将
姫
御
本
地
』
に
は
「
善
哉
」
こ
そ
み
え
な
い
が
、
同
趣
向
の
叙
述

が
認
め
ら
れ
、
中
将
姫
の
物
語
に
お
い
て
も
定
型
的
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
。

同
様
の
例
は
、
説
経
の
『
ま
つ
ら
長
者
』（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）

に
も
確
認
で
き
る
。

さ
よ
姫
な
ほ
も
悲
し
み
て
、
か
の
玉
を
取
り
出
し
、
両
眼
に
押
し
当
て

「
善
哉
な
れ
や
明
ら
か
に
、
平
癒
な
れ
」
と
、
二
三
度
な
で
た
ま
へ
ば
、

両
眼
は
つ
し
と
明
き
け
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
は
と
ば
か
り
に
て
、
御
喜

び
は
限
り
な
し
。

（
新
潮
古
典
集
成
）

さ
よ
姫
が
盲
目
に
な
っ
た
母
親
の
両
眼
に
玉
を
あ
て
る
場
面
で
あ
る
。
さ

よ
姫
は
、後
に
竹
生
島
の
弁
財
天
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、姫
が
「
善

哉
」
と
声
を
か
け
つ
つ
、
玉
で
母
親
の
両
眼
を
な
で
る
と
奇
跡
が
起
き
、
眼

が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。『
法
華
経
』
を
篤
く
信
仰
し
た
姫
は
、
艱
難
辛
苦

の
末
、
神
と
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
再
生
を
予
知
さ
せ
る
霊
験
の
叙
述

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
版
本
系
統
が
そ
れ
ま
で
の

諸
本
の
本
文
を
継
承
し
つ
つ
も
、
確
か
に
物
語
内
容
を
ふ
ま
え
た
改
訂
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
場
面
の
後
に
は
、
版
本
系
統
独

自
の
叙
述
が
続
く
。

甲
斐
な
き
母
一
人
を
頼
り
と
し
、
か
な
た
こ
な
た
と
迷
ひ
し
こ
と
の
不

憫
さ
よ
。
さ
り
な
が
ら
、
み
づ
か
ら
草
の
か
げ
に
て
、
あ
だ
な
る
風
を

も
あ
て
じ
と
、
影
身
に
そ
ひ
て
ま
ぼ
ろ
し
も
、
汝
は
夢
に
も
し
ら
ま
ゆ

み
、
ひ
き
か
へ
、
源
氏
の
世
に
な
す
べ
き
ぞ
。

死
後
も
牛
若
を
見
守
る
義
朝
の
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
連

想
さ
れ
る
の
は
、
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
舞
の
本
を
引
い

て
お
こ
う
。

か
か
り
け
る
所
に
、
義
朝
、
悪
源
太
、
朝
長
父
子
三
人
、
真
黒
に
鎧
ひ
、

牛
若
殿
の
枕
上
に
立
ち
寄
ら
せ
給
ひ
て
、
嬉
し
く
も
幼
心
に
思
ひ
立
ち

て
、
奥
へ
下
る
も
の
か
な
。
吉
次
、
吉
内
、
吉
六
と
て
兄
弟
三
人
が
言

ふ
事
を
、
我
々
父
子
三
人
が
言
ふ
事
と
思
ひ
、
西
を
東
、
北
を
南
共
、

背
く
べ
か
ら
ず
。
吉
次
が
太
刀
を
担
い
て
奥
へ
下
り
候
へ
。
暇
申
て
、

さ
ら
ば
と
て
、
立
ち
帰
ら
ん
と
し
給
ひ
し
が
、
そ
よ
誠
忘
れ
た
り
。
日

本
国
の
盗
人
が
、
吉
次
が
皮
籠
に
目
を
か
け
、
青
野
が
原
に
与
力
し
、

夕
さ
り
、
夜
討
に
寄
せ
う
ぞ
。
用
心
よ
き
に
仕
れ
。
我
々
父
子
の
者
、

草
の
陰
に
て
鉄
の
楯
と
な
る
べ
き
ぞ
。
か
く
て
も
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど

も
、
修
羅
始
ま
る
に
、
暇
申
て
、
牛
若
と
て
、

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

先
述
の
ご
と
く
、『
天
狗
の
内
裏
』
は
終
盤
の
未
来
語
り
に
議
論
が
集
中

し
て
き
た
。
じ
つ
は
、
そ
の
語
り
に
お
い
て
も
、
義
朝
の
思
い
が
語
り
口
に

反
映
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
版
本
系
諸
本
の
当
該
箇
所
を
摘
記
し

て
お
く
。

•
源
氏
の
門
出
な
る
あ
ひ
だ
、
の
が
さ
ず
き
つ
て
を
と
せ
、
ゆ
ん
で
を

汝
討
つ
な
ら
ば
、
め
て
を
ば
我
ら
討
つ
べ
き
ぞ
。

•
熊
坂
と
い
ふ
、
夜
盗
の
や
つ
ば
ら
に
害
せ
ら
れ
ん
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。

（
中
略
）
さ
り
な
が
ら
、
や
が
て
か
た
き
は
討
た
す
べ
し
。

•
平
家
の
大
将
能
登
守
教
経
、
汝
に
あ
ふ
て
や
つ
ぼ
を
こ
ふ
べ
し
。
あ

い
か
ま
ひ
て
、
お
く
せ
ず
う
け
よ
。
是
を
も
我
ら
は
づ
す
べ
し
。
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こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
古
写
本
系
統
に
も
見
い
だ
せ
、
そ
の
意
味
で
は
特
別

で
は
な
い
。
た
だ
し
、
版
本
系
の
本
文
で
確
認
で
き
た
義
朝
の
心
情
を
吐
露

す
る
語
り
口
に
あ
ら
た
め
て
照
ら
せ
ば
『
天
狗
の
内
裏
』
に
お
け
る
牛
若
と

義
朝
の
父
子
の
繋
が
り
が
、
こ
の
物
語
の
基
調
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
版
本
系
諸
本
の
本
文
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
特
色
が
あ
る
。

そ
れ
は
牛
若
が
天
狗
に
伴
わ
れ
て
地
獄
遍
歴
を
終
え
、
次
に
極
楽
浄
土
を
見

る
場
面
で
あ
る
。

汝
が
死
し
て
参
る
浄
土
を
拝
ま
せ
ん
と
て
、
あ
い
の
障
子
を
さ
ら
り
と

あ
け
て
、
あ
れ
、
拝
み
候
へ
と
て
、
み
せ
給
ふ
。
あ
り
が
た
や
、
こ
ん

〳
〵
瑠
璃
、
七
宝
を
の
べ
て
敷
き
、
瓔
珞
に
て
飾
り
、
空
よ
り
二
十
五

の
菩
薩
、
聖
衆
、
音
楽
を
な
し
影
向
な
り
。
あ
は
れ
再
び
娑
婆
へ
か
へ

ら
ず
と
も
、
か
か
る
と
こ
ろ
に
と
ま
ら
ば
や
な
ん
ど
、
お
ぼ
し
め
す
こ

そ
あ
り
が
た
け
れ
。
大
日
、
仰
せ
け
る
は
、
い
ま
だ
娑
婆
の
縁
尽
き
ず
、

か
へ
り
給
へ
。
牛
若
、
か
ま
ひ
て
後
生
菩
提
を
か
な
し
み
、
へ
ん
じ
が

あ
ひ
だ
も
念
仏
を
わ
す
れ
ず
、
し
じ
や
う
し
ん
、
深
心
回
向
発
願
心
を

む
ね
と
す
べ
し
。

極
楽
浄
土
を
目
撃
し
た
牛
若
が
こ
こ
に
留
ま
り
た
い
と
願
い
、
大
日
如
来

が
そ
れ
を
諭
す
と
い
う
叙
述
は
、
父
子
の
関
係
を
描
く
こ
と
で
活
き
て
く
る

叙
述
で
あ
ろ（

１９
）う。
大
日
如
来
は
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
が
、
後
の
救
済
の
道

を
拓
く
と
い
う
教
示
を
す
る
。
こ
の
後
、
牛
若
に
は
、
娑
婆
の
様
子
が
見
せ

ら
れ
、
遂
に
父
子
に
別
れ
が
訪
れ
る
。

御
な
ご
り
お
し
う
は
候
へ
ど
も
、
い
と
ま
申
て
さ
ら
ば
と
て
、
御
門
を

さ
し
て
、
た
ち
い
で
給
へ
ば
、
大
日
も
し
ば
し
が
ほ
ど
、
見
送
ら
せ
給

ひ
、
互
ひ
の
涙
せ
き
あ
へ
ず

こ
の
場
面
も
他
の
系
統
の
諸
本
に
は
な
い
叙
述
で
あ
り
、
版
本
系
統
の
本

文
が
、
義
朝
と
牛
若
の
父
子
関
係
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。父
親
・

義
朝
を
弔
う
た
め
に
は
、
仏
道
修
行
に
よ
る
供
養
で
は
な
く
、
い
く
さ
を
選

ば
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
、『
天
狗
の
内
裏
』
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一

つ
で
あ
る（

２０
）が、
版
本
系
諸
本
の
本
文
で
は
、
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
べ
く
父
子

の
交
流
を
意
識
し
た
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

近
時
、
お
伽
草
子
の
版
本
、
と
く
に
江
戸
版
で
物
語
内
容
を
ふ
ま
え
た
本

文
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
母
利
司
朗
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

（
２１
）る。『
天
狗
の
内
裏
』
の
場
合
も
大
局
的
に
は
、
江
戸
版
の
意
義
も
含
め
、

お
伽
草
子
や
舞
の
本
の
版
本
を
ど
う
理
解
し
、
出
版
文
化
の
な
か
に
位
置
づ

け
る
の
か
と
い
う
視
座
か
ら
見
つ
め
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
版
本
系
諸
本
に

つ
い
て
は
、
末
尾
に
言
及
さ
れ
る
五
常
の
意
義
に
注
目
し
て
、
さ
ら
な
る
考

察
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
救
済
者
と
し
て
の
牛
若
―
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
射
程

版
本
の
系
統
と
並
ん
で
、
義
経
物
と
し
て
『
天
狗
の
内
裏
』
を
理
解
す
る

際
に
、
重
要
な
対
象
と
な
る
の
が
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
一
群
で
あ
る
。
奥
浄

瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
は
、
尾
崎
修
一
氏
や
箕
浦
尚
美
氏
に
よ
っ
て
地
獄
遍

歴
譚
や
仏
法
問
答
の
場
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
主
に
仮
名
法
語
に
連
な
る
教

説
と
の
接
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い（

２２
）る。
尾
崎
氏
は
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
が
山
形

県
内
、と
く
に
羽
黒
山
下
の
地
域
で
多
く
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

地
獄
遍
歴
譚
に
出
羽
三
山
信
仰
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
箕
浦
氏
は
、

大
日
如
来
た
る
義
朝
と
牛
若
の
仏
法
問
答
お
よ
び
和
歌
の
分
析
か
ら
奥
浄
瑠

璃
諸
本
が
仮
名
法
語
を
中
心
と
す
る
禅
宗
の
言
説
と
の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と

を
指
摘
す
る
。
両
者
と
も
に
首
肯
す
べ
き
指
摘
で
、
従
来
、『
天
狗
の
内
裏
』
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の
「
異
本
」
と
さ
れ
て
き
た
奥
浄
瑠
璃
諸
本
を
語
り
物
文
芸
と
し
て
、
正
当

に
評
価
し
分
析
し
た
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
画
期
と
な
る
成
果
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
両
氏
の
指
摘
お
よ
び
問
題
提
起
を
受
け
、
義
経
物
の
展
開
と
い

う
視
座
か
ら
、
奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
の
検
討
を
試
み
た
い
。

ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
牛
若
に
よ
る
地
獄
遍
歴
譚
の
部
分
で
あ
る
。

尾
崎
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
血
の
池
地
獄
の
く
だ
り
は
、
奥
浄
瑠
璃
独
自

の
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
本
文
の
ひ
と
つ
、
信
多
純
一
氏
蔵
本
を

あ
げ
て
お
こ
う
。

御
曹
子
は
、
御
覧
じ
て
、
あ
は
れ
な
る
次
第
か
な
。
さ
て
、
こ
れ
は
何

の
地
獄
と
仰
せ
け
れ
ば
、
大
天
狗
は
聞
召
、
血
の
池
と
申
て
女
人
の
地

獄
に
て
候
也
。
扨
か
ほ
ど
物
う
き
其
の
中
に
蓮
華
壱
本
取
持
て
、
う
か

み
け
る
其
の
女
人
を
阿
弥
陀
女
来
（
如
来
）
の
紫
雲
を
た
な
び
き
て
西

方
浄
土
へ
御
助
有
。
其
時
、
大
天
狗
宣
ひ
け
る
は
、
元
来
女
は
、
十
三

よ
り
月
に
一
度
宛
、
五
十
年
が
間
下
し
置
た
る
月
水
、
か
ん
ね
つ
が
積

り
、
縦
ひ
白
髪
し
て
死
す
る
と
も
一
度
は
是
へ
落
ル
な
り
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
写
の
徳
江
元
正
氏
蔵
本
や
国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
本
に
も
同
様
の
叙
述
が
み
え
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
共
有
の
場
面
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
血
の
池
地
獄
自
体
は
、
古
写
本
系
統
以
来
『
天
狗

の
内
裏
』
諸
本
の
地
獄
遍
歴
譚
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
地
獄
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
特
色
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
救
済
を
め
ぐ
る
次

の
一
連
の
叙
述
で
あ
る
。

さ
は
あ
り
な
が
ら
、
七
千
余
巻
の
一
切
経
の
其
の
中
ニ
血
盆
経
と
申
せ

し
を
た
む
け
れ
ば
、
如
是
妙
法
蓮
華
と
成
て
、
う
か
み
鳧
、
其
の
時
罪

人
を
阿
弥
陀
女
来
の
御
助
有
こ
と
疑
な
し
。
御
曹
子
聞
召
、
扨
は
あ
れ

が
血
ノ
池
に
て
候
よ
な
、
我
等
も
都
四
塚
の
御
所
に
、
母
の
一
人
有
け

る
が
、
爰
を
通
る
印
に
は
、
残
シ
て
し
づ
む
罪
人
を
助
て
通
ら
ん
と
思

召
、
夫
八
軸
の
か
ん
文
の
、
其
の
中
に
も
取
わ
き
、
五
の
巻
は
大
ば
本

の
か
ん
文
、
一
し
や
ふ
と
く
さ
、
梵
天
王
、
二
し
や
帝
釈
、
三
し
や
魔

王
、
四
し
や
天
輪
（
転
輪
）
じ
や
う
わ
う
、
五
し
や
佛
身
、
う
ん
か
女

身
、
そ
く
と
く
成
仏
せ
よ
や
と
、
遊
し
給
ひ
て
、
池
へ
な
げ
給
へ
ば
、

有
り
が
た
き
次
第
也
、
只
今
の
か
ん
文
、
妙
法
蓮
華
と
成
て
見
え
け
れ

ば
、
其
時
し
ず
む
罪
人
ど
も
皆
う
か
み
あ
が
る
と
見
え
け
れ
ば
、
あ
ら

有
り
難
や
、
弥
陀
女
来
、
紫
雲
を
た
な
び
き
、
西
方
浄
土
へ
、
御
助
有
。

血
盆
経
に
よ
る
女
人
救
済
は
、
諸
本
で
等
し
く
説
か
れ
る
通
り
だ
が
、
奥

浄
瑠
璃
諸
本
で
は
、
牛
若
が
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
を
読
み
上
げ
て
、
実

際
に
女
人
を
救
済
す
る
の
で
あ
る
。
尾
崎
氏
は
、
前
述
の
出
羽
三
山
の
信
仰

環
境
か
ら
、救
済
す
る
牛
若
の
登
場
を
解
釈
す
る
。た
し
か
に
奥
浄
瑠
璃
『
天

狗
の
内
裏
』
が
「
仏
法
第
一
の
秘（

２３
）書」
と
さ
れ
、
出
羽
羽
黒
修
験
と
の
関
連

が
想
定
で
き
る
点
も
考
慮
す
る
と
、
妥
当
性
の
あ
る
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
救
済
す
る
牛
若
の
登
場
は
理
解
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
古
写
本
系
統
を
は
じ
め
と
す
る
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本

の
叙
述
と
の
決
定
的
な
相
違
は
、
母
親
、
す
な
わ
ち
、
常
盤
御
前
に
言
及
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
点
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
な
ら
ば
、
当
該
箇
所

は
、
義
経
物
の
展
開
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
場
面
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
。周

知
の
ご
と
く
、
常
盤
御
前
は
乳
母
の
侍
従
と
と
も
に
、
牛
若
と
の
再
会

を
求
め
て
旅
立
つ
が
、
そ
の
途
中
、
山
中
の
宿
で
夜
盗
に
殺
害
さ
れ
る
。
牛

若
と
の
す
れ
違
い
に
よ
る
悲
劇
と
一
夜
の
邂
逅
は
、『
山
中
常
盤
』
と
し
て

結
実
し
て
い
る
。『
山
中
常
盤
絵
巻
』
の
一
場
面
を
引
い
て
お
こ（

２４
）う。
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主
の
母
と
は
知
ら
ず
し
て
立
ち
寄
り
て
ご
覧
ず
れ
ば
念
仏
す
す
む
る
都

の
上
臈
た
だ
二
人
と
書
ひ
て
あ
る
ぞ
、
不
審
な
れ
。
旅
す
る
者
は
今
日

は
人
の
う
へ
、
明
日
は
我
が
身
の
う
へ
と
か
や
。
弔
は
ば
や
と
お
ぼ
し

め
し
、
法
華
経
の
提
婆
品
の
と
り
い
だ
し
、
一
し
や
ふ
と
く
さ
ほ
ん
て

ん
わ
う
、
二
し
や
だ
い
し
や
く
、
三
し
や
ま
わ
う
、
四
し
や
て
ん
り
ん

し
や
う
わ
う
、
五
し
や
ぶ
つ
し
ん
を
ん
か
に
よ
し
ん
、
即
得
成
仏
と
唱

へ
た
ま
ひ
つ
つ
、

す
で
に
殺
害
さ
れ
た
常
盤
御
前
と
乳
母
の
侍
従
の
墓
の
前
を
通
り
か
か
っ

た
牛
若
が
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
旅
人
と
し
て
、『
法
華
経
』
を
手
向
け
る
と

い
う
場
面
で
あ
る
。『
常
盤
物
語
』
に
も
同
趣
向
の
叙
述
が
確
認
で
き
る
。

女
人
救
済
の
経
典
と
し
て
提
婆
達
多
品
が
広
く
喧
伝
さ
れ
て
い
た
と
は
い

え
、
奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
が
常
盤
御
前
に
言
及
し
て
い
る
点
は
、
山

中
常
盤
譚
と
重
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
視
座
に
立
つ
と
、
た
と
え
ば
『
山

中
常
盤
絵
巻
』
の
次
の
叙
述
も
注
目
さ
れ
る
。

も
し
み
づ
か
ら
が
恋
し
ゆ
か
し
き
牛
若
丸
が
、
尋
ね
て
都
へ
の
の
ぼ
る

な
ら
ば
、
草
の
陰
に
て
守
る
べ
し
。
肌
の
守
り
と
黒
木
の
数
珠
を
も
と

り
い
だ
し
、
是
を
形
見
に
見
せ
て
た
べ
。
暇
申
し
て
さ
ら
ば
と
て
、

盗
賊
に
深
い
傷
を
負
わ
さ
れ
た
常
盤
が
死
の
間
際
で
、
宿
の
大
夫
に
形
見

の
品
を
預
け
る
場
面
で
あ
る
。
先
に
版
本
系
諸
本
の
本
文
で
確
認
し
た
、「
草

の
陰
」
か
ら
牛
若
を
見
守
る
と
い
う
発
言
が
、
母
親
常
盤
御
前
に
も
共
通
す

る
言
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
が

独
自
の
叙
述
を
展
開
さ
せ
る
基
盤
が
、
義
朝
や
常
盤
を
取
り
上
げ
る
語
り
物

と
の
関
わ
り
か
ら
見
定
め
ら
れ
て
く
る
。

奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
の
理
解
に
際
し
て
、加
え
て
お
き
た
い
の
が
、

奥
浄
瑠
璃
に
も
常
盤
の
物
語
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
血
の
池
地
獄
に
関
す

る
言
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

奥
浄
瑠
璃
『
常
盤
鞍
馬
破
り
』
は
、
舞
曲
『
常
盤
問
答
』
と
同
根
の
物
語

で
鞍
馬
寺
の
阿
闍
梨
・
東
光
坊
と
常
盤
の
仏
法
問
答
を
え
が
く
。
奥
浄
瑠
璃

『
常
盤
鞍
馬
破
り
』
に
は
、
独
自
の
血
の
池
地
獄
に
関
す
る
叙
述
が
あ（

２５
）る。

此
さ
わ
り
月
に
七
日
と
申
せ
と
も
一
年
に
は
八
十
余
ヶ
月
積
り
た
ま
り

て
、
お
そ
ろ
し
や
、
十
六
万
八
千
由
旬
の
血
の
池
と
な
る
。
女
は
罪
深

き
も
の
、
百
に
な
つ
て
も
死
た
る
時
は
此
池
に
沈
め
ら
れ
、
あ
ひ
ら
、

こ
ん
ひ
ら
、
か
う
せ
う
と
い
へ
る
鬼
ど
も
、
来
ッ
て
、
や
ア
、
い
か
に

女
人
共
、
此
血
は
□
の
血
に
あ
ら
す
、
汝
ら
が
身
よ
り
出
た
る
血
な
れ

は
、
呑
よ
、
ほ
せ
よ
と
、
日
に
三
度
、
夜
に
三
度
、
呵
責
を
せ
ら
る
ゝ

と
か
や
。
夫
に
限
ら
ず
、
女
は
十
五
の
と
が
を
持
ッ
面
に
七
ッ
、
う
ら

に
は
八
ッ
、
面
な
る
七
ッ
は
口
に
て
七
ッ
罪
作
く
る
。
う
ら
な
る
八
ッ

は
心
に
や
し
ん
と
て
、
十
五
科
な
り
。
五
ッ
は
さ
わ
り
、
六
ッ
は
科
、

七
ッ
は
罪
業
、
八
ッ
は
苦
し
み
、
九
ッ
は
貪
欲
、
十
は
化
念
無
量
と
て
、

十
逆
五
逆
の
身
を
持
て
何
と
て
御
山
を
穢
し
給
ふ
て
、
是
を
よ
つ
く
聴

聞
し
て
、

奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
と
は
異
な
る
言
説
で
は
あ
る
が
、
他
な
ら
ぬ

常
盤
御
前
と
阿
闍
梨
と
の
問
答
の
な
か
で
こ
う
し
た
血
の
池
に
関
す
る
言
説

が
扱
わ
れ
て
い
る
点
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
血
の
池
地
獄
で
鬼
が
女
性
を
責

め
立
て
る
と
い
う
言
説
は
、
古
写
本
系
統
の
諸
本
や
『
磯
崎
』
に
も
み
え
、

語
り
の
定
型
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、
鬼
の
名
前
を
記
載
す
る

の
は
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
系
統
に
の
み
認
め
ら
れ
、

さ
ら
な
る
調
査
を
要
す
る
。『
常
盤
鞍
馬
破
り
』
の
諸
本
の
一
つ
『
嘉
応
二

年
の
春
の
こ
ろ
』
に
は
、
巻
末
に
次
の
文
言
が
見
出
せ
る
。

扨
時
和
（
常
盤
）
御
前
ハ
栄
花
ニ
さ
か
い
て
御
座
し
ま
す
、
畳
の
上
ニ
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て
む
な
し
く
な
ら
せ
給
な
ば
、
千
部
万
部
の
御
供
養
あ
る
べ
き
に
、
山

中
ニ
て
む
な
し
く
な
ら
せ
給
事
ハ
、
別
当
坊
を
返
せ
つ
い
い
こ
め
、
御

山
へ
今
よ
り
以
後
、
女
人
参
レ
と
高
札
書
て
立
て
ら
る
る
罪
と
が
に
よ

り
、
牛
若
尋
あ
わ
ん
と
桜
の
御
所
を
し
の
び
出
、
山
中
山
賊
家
に
御
と

ま
り
給
へ
候
、
山
賊
共
ハ
金
を
と
ら
ん
と
て
、
御
前
、
乳
母
両
人
を
切

り
殺
し
、
道
脇
に
埋
め
、
高
札
立
て
置
ニ
け
り
。（
中
略
）
一
夜
を
隔

て
て
か
く
な
ら
せ
給
ふ
事
ハ
上
下
万
民
お
し
な
べ
て
く
や
ま
ん
者
こ
そ

な
か
り
け
り
。

（
奥
浄
瑠
璃
集
）

山
中
宿
で
の
常
盤
殺
害
の
遠
因
と
し
て
、
鞍
馬
の
別
当
を
論
破
し
た
こ
と

が
後
日
譚
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
諸
本
の
叙
述
で
は
あ
る
も
の
の
、

常
盤
御
前
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
が
相
互
に
関
わ
り
合
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
傍
証
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

奥
浄
瑠
璃
と
い
え
ば
、
江
戸
版
な
ど
す
で
に
存
在
す
る
テ
キ
ス
ト
の
延
長

線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
作
品
ご
と
の
分
析
に
と
ど
ま
る
こ

と
が
多
い
。
だ
が
、
右
に
論
じ
た
よ
う
に
、
奥
浄
瑠
璃
間
で
の
照
応
も
十
分

に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
点
で
興
味

深
い
の
は
、
奥
浄
瑠
璃
『
桂
泉
観
音
之
御
本
地
』
に
は
、『
天
狗
の
内
裏
』

を
ふ
ま
え
た
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
こ
と（

２６
）だ。
本
稿
で
は
詳
述
の
余
裕
は
な
い

が
、『
天
狗
の
内
裏
』
は
、
東
北
の
寺
社
縁
起
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。こ
う
し
た
奥
浄
瑠
璃
諸
作
へ
の
目
配
り
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、

奥
浄
瑠
璃
は
、
い
つ
ま
で
も
「
異
本
」
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
来

か
ら
指
摘
さ
れ
る
お
伽
草
子
や
古
浄
瑠
璃
、
説
経
と
い
っ
た
諸
文
芸
ジ
ャ
ン

ル
の
「
異
本
」
で
は
な
く
、い
わ
ば
奥
浄
瑠
璃
の
側
か
ら
諸
文
芸
を
見
直
し
、

地
域
社
会
に
語
り
物
文
芸
が
読
み
継
が
れ
た
意
義
を
問
う
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く（

２７
）る。

四
、地
獄
極
楽
遍
歴
譚
の
把
握
に
む
け
て
―
目
蓮
救
母
説
話
と
の
照
応

本
稿
で
は
、
版
本
系
の
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
が
、
父
子
の
関
係
を
基
調

に
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
奥
浄
瑠
璃
『
天

狗
の
内
裏
』
諸
本
の
独
自
の
叙
述
が
、
母
親
・
常
盤
御
前
の
救
済
者
と
し
て

の
牛
若
像
を
新
た
に
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
上
を
ふ
ま
え

て
『
天
狗
の
内
裏
』
が
な
ぜ
か
く
も
息
の
長
い
物
語
と
し
て
読
者
を
得
て
来

た
の
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
あ
ら
た
め
て
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
。牛
若
・

義
経
の
一
大
説
話
集
成
と
し
て
の
一
面
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
箕
浦
氏
が
丹
念

に
指
摘
す
る
宗
教
言
説
の
一
面
を
も
つ
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は

両
者
を
兼
ね
合
わ
せ
る
視
座
と
し
て
、
牛
若
が
死
後
の
両
親
を
訪
ね
て
地
獄

と
極
楽
を
め
ぐ
る
と
い
う
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
遍
歴
譚
の
構
造
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

渡
浩
一
氏
は
目
連
救
母
説
話
の
分
析
を
通
し
て
、
熊
野
観
心
十
界
図
な
ど

で
広
く
展
開
し
た
目
連
に
よ
る
母
親
の
救
済
の
説
話
群
が
、
高
僧
・
目
連
の

物
語
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
子
を
想
い
、
慳
貪
の
身
と
な
り
地
獄
の
苦
し

み
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
母
親
の
物
語
と
し
て
享
受
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
す（

２８
）る。
渡
氏
の
卓
見
は
、
牛
若
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
が
他
方
で
義

朝
や
常
盤
御
前
の
物
語
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
と
照
応
し
、
示
唆
的
で
あ
ろ

う
。
興
味
深
い
の
は
、
表
現
に
お
い
て
も
目
連
救
母
説
話
の
系
譜
と
関
わ
り

が
察
せ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
歓
喜
寺
蔵
本
『
常
盤
物
語
』（
寛
永
八
年
〈
一

六
三
一
〉
写
）
に
は
、
次
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。

祈
誓
の
し
る
し
、
あ
ら
た
に
て
大
慈
大
悲
の
御
願
か
や
、
と
が
を
助
く

る
御
誓
ひ
、
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
こ
と
や
と
、
互
ひ
に
手
を
と
り
く
み
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て
、
う
れ
し
な
き
の
涙
は
せ
き
と
め
難
き
涙
か
な
。
こ
の
あ
り
さ
ま
を

た
と
ふ
れ
ば
、
仏
の
御
弟
子
、
目
連
の
御
母
上
、
地
獄
よ
り
浮
か
み
あ

が
ら
せ
給
ひ
し
を
、
御
う
け
と
り
ま
し
〳
〵
て
、
涙
に
む
せ
び
給
ひ
し

も
、
か
く
や
と
思
ひ
し
ら
れ
た
り
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

常
盤
御
前
が
清
盛
か
ら
許
さ
れ
、
子
と
の
再
会
を
喜
ぶ
場
面
で
あ
る
。
常

盤
の
物
語
で
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
母
親
の
物
語
と
し
て

目
連
の
母
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
歓
喜
寺

は
、浄
土
真
宗
の
寺
院
で
し
か
も
女
性
向
け
の
物
語
草
子
を
所
持
、書
写
し
て

い
た
と
み
ら
れ（

２９
）る。
牛
若
・
義
経
、
あ
る
い
は
義
朝
や
常
盤
御
前
の
物
語
は
、

武
勇
や
悲
運
の
叙
述
に
す
べ
て
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
者
や
聴
衆

が
肉
親
や
親
族
の
救
済
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
等
身
大
の
思
い
を
寄
せ
る
要
素

も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な（

３０
）い。
そ
こ
に
語
り
物
文
芸
と
教
説

と
の
接
点
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
さ
や
か
な
叙
述
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
比

喩
表
現
に
こ
そ
読
者
や
聴
衆
に
迫
る
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

以
上
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
を
版
本
系
諸
本
と
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
と
、

二
つ
の
系
統
に
注
目
し
て
読
解
を
試
み
た
。『
天
狗
の
内
裏
』
は
、
亡
き
父

親
と
母
親
を
慕
い
、両
親
の
面
影
を
求
め
る
稚
児
学
匠
と
し
て
牛
若
を
描
き
、

終
盤
で
未
来
語
り
に
よ
っ
て
牛
若
か
ら
義
経
へ
の
物
語
を
展
望
す
る
と
い
う

構
成
を
と
る
。
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
は
、
教
化
の
文
芸
の
一
面
を
有
す
る
が
、

そ
れ
は
本
稿
で
論
じ
て
き
た
父
母
の
救
済
、
目
連
救
母
説
話
の
系
譜
と
も
照

ら
し
あ
う
物
語
草
子
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
な
意
味
を

も
つ
の
で
は
な
い
か
。
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
の
考
察
に
は
、
他
の
説
話
や
物
語

草
子
、
熊
野
観
心
十
界
図
と
の
関
連
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
別
稿
を
期

し
た
い
。

語
り
物
文
芸
の
成
立
基
盤
に
は
、
経
典
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
宗
教
言

説
と
の
接
点
が
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
関
係
や
位
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
重

要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。〈
原
態
〉
や
〈
成
立
〉
を
探
る
こ
と
の
意
義
も
、

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
一
元
的
に
〈
原
態
〉
な
る
も
の

へ
還
元
し
、
教
説
を
典
拠
や
依
拠
資
料
と
し
て
の
み
解
す
る
の
で
は
、
多
く

の
課
題
を
残
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
語
り
物
文
芸
や
そ
れ
と
関
わ

る
物
語
草
子
の
本
質
を
、
容
易
に
〈
原
態
〉
へ
遡
行
を
許
さ
な
い
多
様
な
展

開
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
改
変
や
変
容
は
、
対
象
を

理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
指
標
と
な
り
、
言
説
と
し
て
の
教
説
も
よ
り
的
確

に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
語
り
物
文
芸
の
諸
本
展
開
は
、
受
容
の
動
態
の
所
産
と
し
て
把
握

し
、
表
現
レ
ベ
ル
分
析
す
る
こ
と
で
読
者
や
聴
衆
に
と
っ
て
の
物
語
の
意
義

を
問
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
成
立
論
の
視
点
か
ら
は
、
二
次

的
な
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
版
本
系
諸
本
や
奥
浄
瑠
璃
と

い
っ
た
後
出
伝
本
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な

い
。牛

若
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
の
多
様
な
展
開
の
一
つ
に
、
筆
者
が
論
じ
て
き

た
『
義
経
地
獄
破
り
』
が
あ
る
。
本
稿
で
は
ふ
れ
え
な
か
っ
た
が
、
新
出
の

絵
巻
系
統
と
も
ど
も
、
語
り
物
文
芸
の
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
な
物
語
草

子
の
一
群
で
あ
る
。
教
説
を
豊
富
に
取
り
込
ん
で
い
く
語
り
物
文
芸
と
し
て

の
奥
浄
瑠
璃
の
諸
相
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
牛
若
・
義
経
物
に
お
け
る
地
獄

遍
歴
譚
と
教
説
と
の
関
わ
り
を
、
多
角
的
に
追
究
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
に

な
る
。
続
稿
を
期
し
た
い
。
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注

（
１
）
佐
谷
眞
木
人
「
判
官
物
」（『
お
伽
草
子
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇

二
年
）。

（
２
）
徳
田
和
夫
「「
天
狗
の
内
裏
」
攷
―
義
経
伝
説
と
諸
本
と
」（『
お
伽
草

子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
）。
未
来
語
り
を
含
む
、〈
未
来
記
〉

に
つ
い
て
は
、
小
峯
和
明
「〈
予
言
文
学
〉
の
射
程
―
過
去
と
未
来
を
つ

な
ぐ
」（「
日
本
文
学
」
五
十
九
巻
七
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）、
同
『
中

世
日
本
の
予
言
書
―
「
未
来
記
」
を
読
む
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）

参
照
。

（
３
）
注
２
徳
田
前
掲
論
文
、
信
多
純
一
「
山
中
常
盤
に
つ
い
て
」（『
絵
巻
山

中
常
盤
』
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
佐
谷
眞
木
人
「『
天
狗
の
内
裏
』

と
古
浄
瑠
璃
」（『
鎌
倉
室
町
文
学
論
纂
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
４
）
島
津
久
基
「『
天
狗
の
内
裏
』」（『
近
古
小
説
新
纂
』
中
興
館
、
一
九
二

八
年
）。

（
５
）
注
２
徳
田
前
掲
論
文
。

（
６
）
拙
稿
「
義
経
地
獄
破
り
』
に
お
け
る
語
り
の
構
造：
「
修
行
者
」
の
物

語
と
教
化
の
言
説
を
中
心
に
し
て
」（「
説
話
文
学
研
究
」
四
十
八
号
、
二

〇
一
三
年
七
月
）。

（
７
）
箕
浦
尚
美
ａ
「
信
多
純
一
氏
蔵
文
政
五
年
書
写
六
段
本
『
天
狗
之
内

裏
』
解
題
・
翻
刻
」（「
詞
林
」
四
十
号
、二
〇
〇
六
年
十
月
）、同
ｂ
「『
天

狗
の
内
裏
』
版
本
改
作
本
に
つ
い
て
―
付
実
践
女
子
大
学
山
岸
文
庫
蔵
本

翻
刻
」（「
語
文
」
八
七
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）、
同
ｃ
「『
天
狗
の
内

裏
』
考
―
物
語
の
構
造
と
諸
本
の
生
成
」（『
日
本
古
典
文
学
研
究
の
新
展

開
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。

（
８
）
尾
崎
修
一
「
松
戸
市
善
光
寺
蔵
『
天
狗
の
内
裏
』
絵
巻
の
復
元
」（「
伝

承
文
学
研
究
」
五
十
七
号
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）。
な
お
、
善
光
寺
本
は
、

『
救
い
の
民
俗
―
地
獄
極
楽
冥
途
の
旅
路
』（
松
戸
市
博
物
館
、
一
九
九

四
年
）
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
注
６
尾
崎
前
掲
論
文
。
注
８
箕
浦
ｃ
論
文
も
参
照
。

（
１０
）
横
山
重
「
て
ん
ぐ
の
だ
い
り
」
解
題
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
二
（
井

上
書
店
、
一
九
六
二
年
）。

（
１１
）
徳
田
和
夫
「〈
御
伽
文
庫
〉
刊
行
前
後
」（『
お
伽
草
子
』
三
弥
井
書
店
、

一
九
八
九
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
）、
小
林
健
二
「
奈
良
絵
本
か
ら
絵

入
版
本
へ

御
伽
草
子
本
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て
」（「
国
文
学

解
釈
と
鑑

賞
」
五
十
巻
十
一
号
、
一
九
八
五
年
十
月
）、
石
川
透
「
絵
草
子
の
か
た

ち
」（
週
刊
朝
日
百
科
世
界
の
文
学
二
九
「
お
伽
草
子
」
二
〇
〇
〇
年
二

月
）。

（
１２
）
辻
英
子
「
大
英
図
書
館
蔵
本
の
本
文
と
解
説
『
天
狗
の
内
裏
』」（『
在

外
日
本
絵
巻
の
研
究
と
資
料
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）。
奈
良
絵
本

で
は
、
ほ
か
に
東
京
大
学
付
属
図
書
館
霞
亭
文
庫
蔵
本
が
版
本
に
依
拠
す

る
と
み
ら
れ
る
。
注
８
箕
浦
ｂ
論
文
も
参
照
。

（
１３
）
注
２
徳
田
前
掲
論
文
参
照
。

（
１４
）
小
峯
和
明
「
竜
宮
と
冥
界
」（
別
冊
太
陽
『
妖
怪
絵
巻

日
本
の
異
界

を
の
ぞ
く
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
１５
）
恋
田
知
子
「
尊
経
閣
文
庫
蔵
「『
慈
巧
上
人
極
楽
問
答
』
翻
刻
・
略
解

題
」（「
三
田
国
文
」
三
十
五
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
に
拠
る
。
な
お
、

同
書
に
つ
い
て
は
、
恋
田
知
子
「『
慈
巧
上
人
極
楽
問
答
』
に
み
る
念
仏

と
女
」（『
仏
と
女
の
室
町
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
１６
）
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
』
四
巻
（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）
所
収
。
辻

英
子
「
大
英
図
書
館
蔵
本
の
本
文
と
解
説
『
天
狗
の
内
裏
』」（『
在
外
日

本
絵
巻
の
研
究
と
資
料
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

（
１７
）
阪
口
弘
之
氏
の
『
阿
弥
陀
の
胸
割
』
の
注
釈
の
指
摘
に
よ
る
。
新
日
本

古
典
文
学
大
系
『
古
浄
瑠
璃

説
経
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

所
収
。

（
１８
）
日
沖
敦
子
「
翻
刻
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
『
中
将
姫
』」、
同
「
在
米
の
奈

良
絵
本
・
絵
巻
―
お
伽
草
子
『
中
将
姫
』
に
つ
い
て
―
」（『
当
麻
曼
荼
羅
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と
中
将
姫
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
１９
）
注
７
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
２０
）
注
８
箕
浦
論
文
を
参
照
。

（
２１
）
母
利
司
朗
「
江
戸
版
御
伽
草
子
の
本
文
―
近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
版

本
文
の
特
性
（
１
）」（「
和
漢
語
文
研
究
」
十
三
号
、
二
〇
一
五
年
十
一

月
）。

（
２２
）
尾
崎
修
一
「
奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
の
在
地
性
―
地
獄
め
ぐ
り
の

描
写
の
増
補
と
出
羽
三
山
信
仰
」（「
上
智
大
学
国
文
学
論
集
」
四
十
二

号
、
二
〇
〇
八
年
）、
注
８
箕
浦
前
掲
ｃ
論
文
参
照
。

（
２３
）
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
写
の
佐
藤
鉄
太
郎
氏
所
蔵
本
。
阿
部
幹
男
氏

に
よ
る
解
題
と
翻
刻
が
備
わ
る
。
岩
手
古
文
書
研
究
会
編
『
明
治
三
陸
大

海
嘯
関
係
文
書

炭
焼
藤
太
東
下
り

他
二
編
』
所
収
。
佐
藤
本
の
巻
末

に
は
、
日
待
月
待
の
折
に
こ
の
物
語
が
享
受
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
奥
浄
瑠
璃
『
庚
申
の
本
地
』
諸
本
と
あ
わ
せ
て
考
え

る
べ
き
事
象
で
あ
ろ
う
。
奥
浄
瑠
璃
の
具
体
的
な
享
受
の
事
例
と
し
て
注

目
し
て
お
き
た
い
。

（
２４
）
矢
代
勝
也
『
岩
佐
又
兵
衛
作
品
集：

Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
所
蔵
全
作
品
』

（
東
京
美
術
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
の
本
文
に
拠
る
。

（
２５
）
菊
地
仁
氏
所
蔵
『
常
盤
鞍
馬
破
り
』（
近
世
後
期
写
）
一
冊
に
拠
る
。

本
書
は
、
小
倉
博
編
『
御
国
浄
瑠
璃
集
』（
斎
藤
報
恩
会
）
所
収
『
鞍
馬

破
』（
明
治
四
十
三
年
赤
井
沢
龍
之
一
口
述
）
と
同
系
統
の
本
文
を
持
つ
。

こ
れ
ま
で
こ
の
系
統
の
写
本
は
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
口
述
を
裏
付
け
る

資
料
と
い
え
、
貴
重
な
伝
本
で
あ
る
。
菊
地
本
の
詳
細
及
び
『
常
盤
鞍
馬

破
り
』
諸
本
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
２６
）
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
十
七
巻

民
間
藝
能
』（
三
一
書
房
）
所

収
。
本
作
は
、
奥
浄
瑠
璃
の
な
か
で
も
、
古
浄
瑠
璃
や
説
経
と
共
通
点
が

多
く
注
目
さ
れ
る
。
成
田
守
「
桂
清
水
物
語
」（『
奥
浄
瑠
璃
の
研
究
』
桜

楓
社
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

（
２７
）
奥
浄
瑠
璃
は
、
テ
キ
ス
ト
の
紹
介
は
あ
る
も
の
の
、
成
田
守
氏
の
研
究

以
降
、
総
合
的
な
著
書
の
刊
行
が
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
近
年
、
阿
部
幹

男
『
東
北
の
田
村
語
り
』（
三
弥
井
書
店
、二
〇
〇
四
年
）、居
駒
永
幸
『
東

北
文
芸
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
み
ち
の
く
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
と
地
域

文
化
に
根
差
し
た
文
芸
と
し
て
捉
え
る
論
考
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。

筆
者
も
成
田
氏
や
阿
部
氏
、
居
駒
氏
の
論
考
に
学
び
つ
つ
、
地
域
の
文
芸

と
し
て
の
奥
浄
瑠
璃
の
諸
相
に
迫
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
２８
）
渡
浩
一
「
串
刺
し
の
母：

地
獄
図
と
目
連
救
母
説
話
」『
生
と
死
の
図

像
学
―
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
と
死
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』（
至
文
堂
、
二
〇

〇
三
年
）。
母
親
の
物
語
と
し
て
の
目
連
救
母
説
話
に
つ
い
て
は
、
山
口

好
美
「『
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
』
考
―
母
と
子
の
物
語
と
し
て
」（「
立
教

大
学
日
本
文
学
」
九
十
八
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）
も
参
照
。

（
２９
）
恋
田
知
子
「
物
語
草
子
の
制
作
と
享
受
層
―
常
盤
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
二
松
学
舎
大
学
学
術
叢
書
『
源
平
の
時
代
を
視
る
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
四
年
）。

（
３０
）
注
２８
山
口
前
掲
論
文
が
論
じ
る
よ
う
に
、
目
連
救
母
説
話
の
要
所
は
、

餓
鬼
道
の
叙
述
に
あ
る
が
、
そ
の
点
で
も
『
天
狗
の
内
裏
』
の
地
獄
遍
歴

譚
は
響
き
合
う
。
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〔
付
記
〕

引
用
本
文
は
通
行
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
り
、
一
部
私
意
で
表
記
を
あ
ら
た
め

た
箇
所
が
あ
る
。

貴
重
な
資
料
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
菊
地
仁
氏
（
山
形
大
学
名
誉
教
授
）

に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

本
論
文
は
、JSPS

科
研
費
研
究
ス
タ
ー
ト
支
援
課
題
番
号15H

06058
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
み
や
こ
し
な
お
と

山
形
大
学
准
教
授
）
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