
『
義
経
地
獄
破
り
』
の
生
成
基
盤

―
―
稚
児
学
匠
と
し
て
の
牛
若
像
の
展
開
か
ら
―
―

宮

腰

直

人

一
、
は
じ
め
に

お
伽
草
子
や
幸
若
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
・
説
経
・
奥
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
語
り

物
文
芸
が
中
世
か
ら
近
世
の
人
び
と
の
心
を
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
室
町
期

か
ら
近
世
後
期
・
明
治
期
に
ま
で
お
び
た
だ
し
い
テ
ク
ス
ト
が
伝
存
す
る
こ

と
か
ら
わ
か
る
。
判
官
物
・
義
経
物
の
名
称
で
一
括
さ
れ
る
お
伽
草
子
・
語

り
物
文
芸
の
一
群
は
、
そ
う
し
た
物
語
・
語
り
物
の
生
命
力
を
考
え
る
上
で

重
要
な
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
る
。
軍
記
物
語
を
は
じ
め
、
お
伽
草
子
と
舞
曲
、

古
浄
瑠
璃
と
い
う
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
交
流
の
み
な
ら
ず
、
写
本
や
絵
巻
・
絵
入

本
、
古
浄
瑠
璃
正
本
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
間
の
位
相
差
も
あ
る
判
官
物
・
義

経
物
の
多
岐
に
わ
た
る
展
開
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
多
様
性
に
応
じ

た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
義
経
地
獄
破
り
』
は
義
経
物
の
な
か
で
軍
記
物
語
は
も
と
よ
り
、
お
伽

草
子
や
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
諸
文
芸
の
引
用
と
改
変
の
様
相
が
各
所

に
認
め
ら（
１
）れ、
近
世
前
期
の
義
経
物
の
理
解
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
テ
ク
ス

ト
の
一
つ
で
あ
る
。
本
作
が
興
味
深
い
の
は
、
義
経
に
関
わ
る
文
芸
の
諸
相

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
地
獄
遍
歴
譚
や
往
生
譚
、
教
説
と
い
っ

た
宗
教
文
芸
の
諸
要
素
と
重
ね
、
独
自
に
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
点
に
あ
る
。

そ
の
展
開
の
基
盤
の
一
つ
が
、
牛
若
を
主
役
に
地
獄
極
楽
遍
歴
を
叙
述
す
る

『
天
狗
の
内
裏
』
で
あ
る
。

旧
稿
で
は
、
義
経
が
極
楽
往
生
す
る
場
面
を
中
心
に
し
て
、『
義
経
地
獄

破
り
』
と
『
天
狗
の
内
裏
』
の
関
係
に
言
及
し（
２
）た。
場
面
の
生
成
基
盤
が
明

ら
か
に
な
る
と
、
さ
ら
に
お
伽
草
子
や
語
り
物
文
芸
の
義
経
像
の
な
か
で

『
義
経
地
獄
破
り
』
の
位
相
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
こ
れ
に

関
し
て
は
示
唆
に
富
む
見
解
が
池
田
敬
子
氏
か
ら
出
さ
れ
て
い（
３
）る。

義
経
主
従
の
極
楽
往
生
は
、
中
世
に
は
発
想
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
で

あ
っ
た
。
中
世
の
喜
々
と
し
て
修
羅
の
世
界
に
帰
る
義
経
と
は
逆
の
形

象
で
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
笑
い
飛
ば
し
て
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
中
世
の
終
末
と
近
世
と
が
交
錯
す
る
江
戸
初
期
に
至
っ

て
、
義
経
は
初
め
て
い
か
に
も
中
世
的
往
生
を
願
う
者
と
し
て
の
叙
述

を
得
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
義
経
は
よ
う
や
く
「
修
羅
之
眷

属
」
か
ら
、
仏
法
に
出
会
う
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
契
機
を
得
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

― 14 ―



池
田
氏
は
、『
平
治
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
か
ら
『
太
平
記
』
や
謡
曲

へ
と
い
う
見
取
り
図
の
な
か
で
、
義
経
像
を
検
討
し
、
修
羅
道
に
墜
ち
た
義

経
の
異
類
性
を
指
摘
す
る
。そ
の
う
え
で
、往
生
を
求
め
る
義
経
の
姿
を
『
義

経
地
獄
破
り
』
に
見
出
し
、
そ
の
意
義
を
問
い
か
け
る
。
先
行
す
る
諸
文
芸

の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
側
面
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
も
す
る
『
義
経
地
獄
破

り
』
の
理
解
に
際
し
て
、「
仏
法
と
出
会
う
」
義
経
に
注
目
し
た
の
は
卓
見

と
い
っ
て
よ
い
。

周
知
の
ご
と
く
、
お
伽
草
子
や
語
り
物
文
芸
の
諸
作
に
お
い
て
、
牛
若
時

代
の
義
経
は
鞍
馬
の
稚
児
学
匠
と
し
て
様
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
太
平
記
』
巻
二
十
九
「
将
軍
上
洛
事
附
阿
保
山
河
原
軍
事
」
や
古
活
字
本

『
平
治
物
語
』
巻
下
「
牛
若
奥
州
下
り
の
事
」
と
い
っ
た
軍
記
物
語
で
言
及

さ
れ
る
兵
法
取
得（
４
）譚を
は
じ
め
、『
天
狗
の
内
裏
』
に
お
い
て
、
大
日
如
来

（
父
親
・
義
朝
）
と
の
問
答
の
な
か
で
、
牛
若
の
言
と
し
て
披
瀝
さ
れ
る
仏

法
へ
の
親
炙
な
ど
、
知
識
を
駆
使
し
て
、
難
局
を
乗
り
越
え
て
い
く
智
者
と

し
て
の
義
経
像
が
浮
上
す
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
問
題
認
識
に
基
づ
き
、『
天
狗
の
内
裏
』
と
『
常
盤
物

語
』
や
『
常
盤
問
答
』
と
い
っ
た
常
盤
御
前
に
ま
つ
わ
る
物
語
草
子
を
中
心

に
、
稚
児
学
匠
と
し
て
の
牛
若
の
様
相
に
着
目
し
、
そ
の
智
者
の
側
面
を
照

射
し
、
関
連
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。『
天
狗
の

内
裏
』
に
つ
い
て
は
新
出
資
料
の
紹
介
や
諸
本
の
整
理
が
進
展
し
、
あ
ら
た

め
て
そ
の
地
獄
極
楽
遍
歴
譚
の
意
義
を
問
い
直
す
段
階
に
あ（
５
）る。
常
盤
御
前

に
関
す
る
物
語
草
子
に
つ
い
て
は
宗
教
文
芸
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
生
成
や
享

受
の
検
討
が
進（
６
）み、
牛
若
／
義
経
の
物
語
と
の
関
係
を
検
討
す
べ
き
段
階
に

き
て
い
る
。
個
々
の
テ
ク
ス
ト
の
検
討
か
ら
立
ち
現
れ
る
牛
若
・
義
経
像
の

分
析
か
ら
、
そ
の
表
現
志
向
を
明
ら
か
に
し
、『
義
経
地
獄
破
り
』
の
生
成

基
盤
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
牛
若
の
〈
智
恵
〉
と
能
筆

ま
ず
は
池
田
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、『
義
経
地
獄
破
り
』
の
本
文
を
確
認

し
て
お
く
。
地
獄
の
合
戦
で
勝
利
し
た
も
の
の
、
己
の
罪
咎
か
ら
は
の
が
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
義
経
は
閻
魔
大
王
に
一
同
と
と
も
に
助
言
を

乞
う
。い

そ
ぎ
内
裡
に
参
内
し
て
、閻
魔
大
王
に
そ
う
も
ん
つ
か
う
ま
つ
り
て
、

此
よ
し
を
た
づ
ね
給
ふ
。
大
王
お
ほ
せ
け
る
は
、
そ
も
�
�
衆
生
の
地

獄
に
お
ち
て
、
く
る
し
み
を
う
く
る
事
、
さ
ら
に
よ
そ
よ
り
な
す
に
あ

ら
ず
。
を
の
れ
�
�
の
つ
み
と
が
の
む
く
ひ
な
れ
は
、
鬼
ど
も
を
う
ち

と
る
と
て
も
、
身
の
く
る
し
み
は
の
が
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
此
か
な
し

み
を
の
が
れ
ん
と
思
は
ゞ
、
是
よ
り
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
を
た
の
み
奉

る
べ
し
。
罪
深
き
も
、
障
り
お
ほ
き
を
も
、
も
ら
さ
ぬ
誓
ひ
お
は
し
ま

す
。
さ
れ
ば
十
万
奥
の
西
方
は
、
そ
の
程
と
を
け
れ
ど
も
、
悟
り
ぬ
れ

ば
、
こ
こ
を
さ
る
こ
と
と
を
か
ら
ず
。
た
ゞ
他
力
を
頼
む
べ
し
と
、
を

し
へ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
義
経
は
、
智
恵
第
一
の
人
な
れ
ば
、

や
が
て
悟
り
給
ひ
て
、
西
に
む
か
ひ
手
を
あ
は
せ
て
、
た
す
け
給
へ
や

南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
へ
給
ふ
。
上
を
学
ぶ
下
な
れ
ば
、
を
の
�
�
一

と
う
に
こ
そ
と
な
へ
け
れ
。

閻
魔
大
王
の
助
言
は
、
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
し
、
念
仏
を
唱
え
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
機
縁
に
な
っ
て
、
義
経
と
一
同
は
、
極
楽
往
生
を

遂
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
義
経
ら
が
念
仏
を
唱
え
る

場
面
の
直
前
に
「
も
と
よ
り
義
経
は
智
恵
第
一
の
人
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
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と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
〈
智
恵
〉
と
は
、「
物
事
を
明
確
に
察
知
し
、
正

し
く
判
断
す
る
心
の
働
き
」（『
岩
波
古
語
辞
典
』）
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

六
波
羅
蜜
に
お
け
る
智
慧
、
す
な
わ
ち
、
真
理
を
見
き
わ
め
、
悟
り
を
完
成

さ
せ
る
力
を
も
含
意
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
智
恵
第
一
」
と
い
う
表
現
自
体

は
、
釈
迦
の
弟
子
の
一
人
、
舎
利
弗
を
あ
ら
わ
し
、「
智
恵
第
一
の
迦
葉
尊

者
」（
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
十
一
）
の
ご
と
く
用
い
ら
れ
る
。

ま
た
、「
智
恵
第
一
」
は
、『
大
職
冠
』「
そ
も
本
朝
と
申
は
小
国
な
り
と

は
申
せ
ど
も
、
智
恵
第
一
の
国（
７
）也」
や
『
か
る
か
や
』「
日
本
は
小
国
な
れ

ど
も
日
を
か
た
ど
る
国
な
れ
ば
日
域
と
申
す
な
り
。智
恵
第
一
の
国
な
る
よ
」

な
ど
の
よ
う
に
、
中
国
に
対
す
る
日
本
の
優
位
を
説
く
定
型
表
現
と
し
て
も

散
見
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
響
き
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
鞍
馬
で
学
問
を
積

ん
だ
義
経
の
出
自
と
あ
わ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
し
い
。『
義
経
地
獄

破
り
』
に
お
け
る
「
智
恵
第
一
」
の
義
経
は
、
牛
若
時
代
に
遡
る
。

義
経
が
鞍
馬
の
稚
児
学
匠
と
し
て
繰
り
返
し
叙
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

『
天
狗
の
内
裏
』
の
一
節
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
室
町
期
の
古
写

本
か
と
さ
れ
る
慶
応
義
塾
図
書
館
本
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

さ
る
ほ
ど
に
、
は
う
く
わ
ん
殿
は
、
七
つ
の
御
と
し
、
鞍
馬
の
寺
へ
の

ぼ
ら
せ
た
ま
い
て
、
よ
き
に
学
問
、
召
さ
る
る
が
、
も
と
よ
り
此
君
は
、

毘
沙
門
さ
ま
の
再
誕
の
、
若
君
さ
ま
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
七
つ
の
御
と

し
、
法
華
経
が
一
部
八
巻
、
八
つ
の
と
し
に
大
般
若
が
六
百
巻
、
倶
舎

経
が
三
十
巻
、
ふ
ん
す
い
き
や
う
が
十
四
巻
、
華
厳
、
阿
含
、
ほ
う
と

う
、
般
若
、
七
千
余
巻
、
草
紙
に
と
り
て
は
、
源
氏
、
狭
衣
、
ふ
ろ
う

ゑ
い
、（
略
）

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

七
歳
で
鞍
馬
に
の
ぼ
り
、
学
問
を
研
鑚
し
た
義
経
に
対
し
て
「
毘
沙
門
の

再
誕
」
と
す
る
。
種
々
の
経
典
の
み
な
ら
ず
、
古
典
に
も
通
じ
た
牛
若
の
学

知
が
示
さ
れ
る
。
物
語
の
後
半
で
は
鞍
馬
で
経
典
を
学
ん
だ
牛
若
と
、
大
日

如
来
で
あ
る
父
親
、
義
朝
の
仏
法
問
答
が
あ
る
。
牛
若
の
〈
智
恵
〉
が
発
揮

さ
れ
る
重
要
な
場
面
だ
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
鞍
馬
の
稚
児
学
匠
と
し
て
の

素
養
と
、
毘
沙
門
の
再
誕
と
す
る
言
説
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
常

盤
御
前
を
主
人
公
に
し
て
、
義
経
の
来
歴
を
集
成
し
た
『
常
盤
物
語
』（
延

宝
二
年
〈
一
六
七
四
〉
以
前
写
か
）
を
み
て
お
こ
う
。

・
七
才
の
御
と
し
よ
り
、
東
光
坊
を
師
と
頼
み
、
十
四
の
御
と
し
ま
で
、

鞍
馬
寺
に
す
ま
ゐ
し
て
、
学
問
よ
き
に
き
は
め
つ
つ
、
稚
児
多
き
そ

の
な
か
に
人
に
す
ぐ
れ
た
る
学
匠
な
り
。
兵
法
も
習
ひ
と
り
、
十
五

と
申
に
謀
反
を
た
く
み
、
鞍
馬
の
寺
を
ば
、
し
の
び
い
で
奥
へ
く
だ

ら
せ
給
ひ
け
り
。
そ
の
の
ち
、
御
さ
う
し
は
、
御
と
し
七
つ
の
春
の

こ
ろ
、
鞍
馬
の
山
へ
学
問
あ
が
り
と
き
こ
え
け
り
。

・
御
さ
う
し
は
、
毘
沙
門
堂
へ
参
ら
せ
給
ひ
て
、
わ
に
く
ち
ち
や
う
ど
、

う
ち
な
ら
し
、
南
無
や
大
慈
大
悲
の
、
多
聞
天
、
ふ
し
願
は
く
は
、

そ
れ
が
し
を
、
此
山
一
の
学
匠
に
な
し
て
た
び
給
へ
と
、
深
く
祈
誓

を
申
さ
れ
け
り
。
そ
の
の
ち
、
祈
誓
も
過
ぎ
け
れ
ば
、
東
光
坊
へ
ぞ

ま
い
ら
れ
け
る
。

（
古
浄
瑠
璃
正
本
集
）

鞍
馬
の
毘
沙
門
堂
へ
「
学
匠
」
と
な
る
こ
と
を
祈
願
す
る
姿
が
叙
述
さ
れ

る
。
牛
若
を
鞍
馬
の
毘
沙
門
と
結
び
付
け
る
言
説
は
『
御
曹
司
島
渡
り
』
諸

本
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
古
梓
堂
文
庫
旧
蔵
本
を
引
い
て
お（
８
）く。

御
さ
う
し
聞
し
召
し
、
も
と
よ
り
鞍
馬
育
ち
の
事
な
れ
ば
、
毘
沙
門
の

化
身
、
文
殊
菩
薩
の
再
誕
に
て
文
字
に
暗
き
こ
と
ま
し
ま
さ
ず
、

こ
こ
で
は
「
毘
沙
門
の
再
誕
」
に
加
え
て
「
文
殊
の
再
誕
」
と
さ
れ
る
。

同
趣
向
の
叙
述
は
、
渋
川
版
に
も
確
認
で
き
、
一
定
に
せ
よ
、
流
布
し
た
言

説
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
鞍
馬
の
毘
沙
門
と
結
び
付
け
て
牛
若
／
義
経
を
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叙
述
す
る
の
は
、
能
「
鞍
馬
天
狗
」
で
「
毘
沙
門
の
沙
の
字
を
か
た
ど
り
。

御
名
を
も
沙
那
王
殿
と
付
け
申
す
」
と
す
る
志
向
と
通
じ
合
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。『
御
曹
司
島
渡
り
』
も
「
鞍
馬
天
狗
」
も
牛
若
の
兵
法
取
得
を
主
題
と

す
る
点
で
共
通
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
が
、
鞍
馬
の
毘
沙
門
の
再
誕
と

い
う
言
説
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ（
９
）る。
ま
た
、「
文
殊
の
再
誕
」
は
、
た
と

え
ば
稚
児
・
花
松
を
主
人
公
と
す
る
『
幻
夢
物
語
』
に
も
み（

１０
）え、
稚
児
の
す

ぐ
れ
た
〈
智
恵
〉
を
示
す
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
歓
喜
寺
本
『
常
盤
物
語
』（
寛
永
八
年
〈
一
六
三
一
〉
写
）
に

は
、
幼
名
・
牛
若
に
対
し
て
興
味
深
い
言
説
が
み
ら
れ
る
。
藤
原
秀
衡
を
牛

若
の
名
づ
け
の
親
と
し
て
、
牛
に
事
寄
せ
た
説
を
展
開
す
る
。

さ
て
御
名
を
ば
、
何
と
つ
け
奉
り
候
は
ん
と
、
し
ば
ら
く
思
案
つ
か
ま

つ
り
、
御
生
れ
じ
や
う
を
、
か
ん
が
へ
み
る
に
、
牛
の
年
、
牛
の
月
、

牛
の
日
、
牛
の
時
、
牛
の
方
に
む
か
つ
て
、
御
産
生
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、

是
不
思
議
の
、
次
第
か
な
。
そ
れ
牛
と
申
は
、
大
日
の
化
身
也
。
こ
こ

を
も
つ
て
案
ず
る
に
、
此
若
君
、
大
日
の
化
身
と
お
ぼ
え
た
り
。
か
の

大
日
と
申
は
、
く
わ
お
つ
こ
う
の
、
仏
に
て
、
神
明
の
、
父
母
也
。
あ

る
と
き
は
、
阿
弥
陀
と
現
じ
、
又
あ
る
時
は
、
釈
迦
と
な
り
、
垂
迹
は
、

い
づ
れ
も
ひ
と
つ
に
て
、
三
世
諸
法
を
説
き
ひ
ろ
め
給
ふ
也
。（
中
略
）

い
か
さ
ま
此
君
は
、
か
か
る
仏
の
化
身
に
て
、
天
下
を
お
さ
む
る
お
ぼ

え
を
と
ら
せ
給
ふ
べ
し
。
此
こ
と
わ
り
に
ま
か
せ
つ
つ
、
牛
若
殿
と
な

づ
け
て
、
御
し
う
き
の
そ
の
た
め
に
、
れ
う
の
御
馬
廿
ひ
き
、
沙
金
百

両
、
ご
ふ
く
の
わ
た
、
御
剣
に
そ
へ
て
、
し
ん
上
申
た
て
ま
つ
り
、
御

い
と
ま
申
て
、
ま
か
り
く
だ
り
候
と
、
う
け
給
候
、

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

秀
衡
に
よ
る
牛
若
命
名
は
、
赤
木
文
庫
旧
蔵
『
浄
瑠
璃
御
前
物
語
』
や
古

浄
瑠
璃
『
ふ
き
あ
げ
ひ
で
ひ
ら
入
』（
慶
安
四
年
〈
一
六
五
一
〉
刊
）
に
も

確
認
で
き
る
も
の
の
、右
の
よ
う
な
「
大
日
の
化
身
」
説
は
見
い
だ
せ
な（

１１
）い。

『
常
盤
物
語
』
を
所
蔵
す
る
浄
土
真
宗
寺
院
・
歓
喜
寺
は
、
他
に
『
西
行
物

語
』『
滝
口
物
語
』『
秋
月
物
語
』『
花
情
物
語
』
を
所
蔵
し
、
い
ず
れ
も
特

色
あ
る
本
文
を
有
す
る
こ
と
で
知
ら
れ（

１２
）る。『
常
盤
物
語
』
に
は
、
語
り
物

を
彷
彿
と
さ
せ
る
表
現
が
散
見
し
、
寛
永
期
の
語
り
物
を
考
え
る
う
え
で
貴

重
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
毘
沙
門
や
文
殊
の
再
誕

と
い
う
言
説
に
加
え
て
、
牛
若
の
幼
名
に
す
で
に
人
智
を
越
え
た
人
物
像
を

見
出
そ
う
す
る
志
向
を
確
認
し
て
お
く
。

次
に
「
文
殊
の
再
誕
」
と
も
称
さ
れ
る
牛
若
の
〈
智
恵
〉
の
一
側
面
と
し

て
、
そ
の
能
筆
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

『
浄
瑠
璃
御
前
物
語
』
と
い
え
ば
、
浄
瑠
璃
姫
を
口
説
く
、
い
わ
ば
御
曹

司
と
し
て
の
牛
若
像
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
鞍
馬
の
学
匠

で
あ
っ
た
牛
若
の
能
力
に
言
及
す
る
。
い
わ
ゆ
る
岩
佐
又
兵
衛
絵
巻
群
の
一

つ
『
上
瑠
璃
』
に
は
、
牛
若
が
浄
瑠
璃
姫
に
手
紙
で
迫
る
「
風
口
」
の
段
に

は
、
次
の
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
。

上
瑠
璃
此
文
受
け
取
り
て
、
さ
つ
と
開
い
て
見
給
ふ
に
文
字
の
並
び
の

尋
常
さ
よ
。
筆
の
立
て
ど
の
気
高
さ
よ
。
さ
れ
ば
こ
そ
と
よ
牛
若
君
に

は
隠
れ
も
な
し
。
牛
若
君
と
申
は
そ
も
鞍
馬
育
ち
の
稚
児
学
匠
に
て
ま

し
ま
せ
ば
三
国
一
の
少
人
と
承
る
、
い
か
に
も
し
て
此
君
を
内
に
招
じ

奉
り
、
此
君
の
御
笛
に
て
管
弦
し
今
生
後
生
の
覚
え
に
せ
ん
と
て
、

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

学
問
の
た
め
の
能
筆
が
こ
こ
で
は
上
瑠
璃
姫
を
口
説
く
た
め
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
深
谷
大
氏
は
、
こ
の
絵
巻
の
牛
若
が
他
の
諸
本
と
一

線
を
画
す
、〈
強
い
牛
若
像
〉
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す（

１３
）る。
能
筆
の
手
紙
に
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よ
る
口
説
き
は
、当
該
本
の
牛
若
像
の
積
極
性
の
一
端
を
示
す
と
解
さ
れ
る
。

『
浄
瑠
璃
御
前
物
語
（
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
）』
の
諸
本
に
は
、
さ
ら
に
興
味

深
い
叙
述
を
も
つ
伝
本
が
あ
る
。北
海
道
大
学
図
書
館
蔵
本
を
あ
げ
て
お
く
。

さ
り
と
は
申
せ
ど
も
、
御
さ
う
し
は
、
七
才
の
御
と
し
よ
り
、
鞍
馬
の

寺
に
あ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
東
光
坊
に
て
学
問
召
さ
れ
、
鞍
馬
一
の
、

稚
児
学
匠
と
も
く
ら
か
ら
ず
、
ふ
く
と
も
、
ひ
ら
き
と
も
（
ひ
く
と
も
）

く
ら
か
ら
ず
、
達
者
な
る
。
人
々
酌
し
て
た
て
ま
つ
る
、
あ
ら
有
が
た

や
、
こ
の
殿
は
、
観
音
勢
至
の
示
現
か
や
、
文
殊
の
再
来
、
釈
迦
や
（
マ

マ
）
か
の
、
示
現
か
や
、
お
ぼ
つ
か
な
。
筆
を
と
り
て
は
た
や
す
き
は
、

弘
法
大
師
と
申
と
も
こ
れ
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
き
。
御
前
な
る
、
女

房
た
ち
、
紅
梅
の
檀
紙
ひ
き
か
さ
ね
、
か
れ
を
こ
れ
を
と
所
望
せ
ら
れ

け
り
。
御
さ
う
し
は
聞
し
召
し
、
五
つ
の
指
に
、
四
巻
の
筆
を
と
り
も

ち
て
、
書
い
て
は
い
た
し
写
し
て
は
た
て
ま
つ
る
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

牛
若
を
観
音
や
勢
至
の
示
現
、
文
殊
の
再
来
か
と
し
た
後
で
、
弘
法
大
師

に
匹
敵
す
る
そ
の
能
筆
ぶ
り
を
称
え
る
。
こ
の
記
述
は
同
趣
向
の
叙
述
が
寛

文
頃
刊
行
の
江
戸
板
に
も
見
え
、
近
世
前
期
の
義
経
像
の
一
端
を
担
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
じ
つ
は
こ
の
特
徴
的
な
表
現
は
、『
御
曹
司
島
渡
り
』

に
も
見
出
せ
る
。
先
引
の
古
梓
堂
文
庫
旧
蔵
本
を
掲
出
す
る
。

扨
御
さ
う
し
に
、
か
く
の
通
り
語
り
給
ひ
、
箱
を
ひ
ら
き
み
せ
給
ふ
。

御
さ
う
し
御
覧
じ
て
、
扨
は
真
実
の
、
御
心
ざ
し
、
い
つ
の
世
に
か
忘

れ
る
べ
き
と
な
の
め
な
ら
ず
、
よ
ろ
こ
び
給
ふ
事
限
り
な
し
。
御
さ
う

し
、
五
つ
の
指
に
四
巻
の
筆
を
も
ち
、
三
日
三
夜
と
申
に
は
、
こ
と
ご

と
く
か
き
う
つ
さ
せ
給
ひ
け
る
。
大
事
ゆ
へ
あ
る
兵
法
な
り
け
れ
ば
、

か
き
う
つ
し
給
ふ
そ
の
あ
と
、
み
な
�
�
白
紙
に
ぞ
な
り
に
け
る
。

こ
こ
で
は
牛
若
が
兵
法
を
獲
得
す
る
場
面
で
「
五
つ
の
指
に
四
巻
の
筆
」

と
い
う
表
現
で
、
能
筆
が
強
調
さ
れ
る
。
先
の
北
海
道
大
学
図
書
館
蔵
本
の

叙
述
を
参
照
す
る
と
、
文
脈
か
ら
み
て
弘
法
大
師
の
五
筆
和
尚
説（

１４
）話を
想
起

し
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
牛
若
が
弘
法
大
師
説
話
と
も
響
き
合
い
な
が
ら
、

そ
の
人
物
像
を
形
成
し
て
い
っ
た
様
相
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
た
、
こ
う
し

た
能
筆
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
一
連
の
兵
法
取
得
は
、
秘
伝
・
秘
術
の
相
承
と

い
う
側
面
が
際
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

幸
若
舞
曲
に
も
、
義
経
の
能
筆
に
つ
い
て
の
叙
述
が
確
認
で
き
る
。
毛
利

家
本
『
笛
巻
』（
元
和
四
年
〈
一
六
二
四
〉
写
）
を
掲
出
す
る
。

角
て
牛
若
殿
、
鞍
馬
に
あ
が
り
給
ひ
、
学
文
さ
せ
給
ふ
に
、
師
が
一
字

を
教
ゆ
れ
ば
二
字
と
さ
と
り
、
二
字
を
教
ゆ
れ
ば
、
百
字
に
暗
か
ら
ず
。

筆
を
と
つ
て
の
筆
法
に
、
魚
鱗
虎
爪
水
露
の
て
ん
、
孔
子
老
子
の
筆
の

あ
と
、
文
書
の
数
を
の
こ
さ
ず
、
習
ひ
ぞ
つ
く
し
給
ひ
け
る
。
寺
門
た

さ
ん
の
其
の
う
ち
に
も
、
か
か
る
名
誉
の
児
学
匠
の
、
有
つ
べ
し
と
学

（
マ
マ
）
べ
ず
と
誉
め
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

（
毛
利
家
本
『
舞
の
本
』）

こ
の
叙
述
は
、
大
頭
系
の
本
文
に
も
同
趣
向
の
記
述
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、

島
津
久
基
旧
蔵
奈
良
絵
本
『
笛
の
巻
』
は
、
毛
利
家
本
と
ほ
ぼ
同
じ
叙
述
が

確
認
で
き
る
。
近
世
初
期
刊
行
の
舞
の
本
『
笛
の
巻
』
で
は
、「
一
字
を
教

ゆ
れ
ば
」
の
く
だ
り
は
簡
略
化
さ
れ
る
が
、
本
来
は
、
牛
若
の
才
智
と
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
毛
利
家
本
は
、
毛
利
元
就
の
孫
・
輝
元
と
輝

元
の
子
・
秀
就
の
も
と
に
所
持
さ
れ
て
い（

１５
）た。
お
伽
草
子
だ
け
で
は
な
く
、

近
世
初
期
の
大
名
家
の
芸
能
の
現
場
で
も
牛
若
の
能
筆
は
、
享
受
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
鞍
馬
の
稚
児
学
匠
と
い
う
出
自
が
牛
若
／
義
経
を
規
定
し
、
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そ
の
〈
智
恵
〉
が
テ
ク
ス
ト
ご
と
に
様
々
に
見
出
さ
れ
、
新
た
な
叙
述
を
生

み
、
そ
れ
が
人
物
像
の
刷
新
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
物
語
の
動
態
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
牛
若
と
孝
養

以
上
、
略
述
な
が
ら
稚
児
学
匠
・
牛
若
と
そ
の
〈
智
恵
〉
に
ま
つ
わ
る
叙

述
を
中
心
に
お
伽
草
子
や
語
り
物
文
芸
に
お
け
る
義
経
物
の
諸
相
を
論
じ
て

き
た
。
次
に
牛
若
と
常
盤
御
前
の
関
係
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
新
た
な
牛

若
／
義
経
像
の
生
成
を
考
え
て
み
た
い
。

牛
若
が
学
匠
に
な
る
べ
く
鞍
馬
に
登
っ
た
の
は
、
常
盤
御
前
の
強
い
意
向

が
あ
っ
た
。幸
若
舞
曲
『
常
盤
問（

１６
）答』
や
奥
浄
瑠
璃
『
常
盤
鞍
馬
破
り
』
は
、

子
の
た
め
に
女
人
禁
制
の
鞍
馬
へ
推
参
し
、
別
当
・
東
光
坊
阿
闍
梨
と
仏
法

問
答
を
繰
り
広
げ
る
常
盤
御
前
の
姿
が
叙
述
さ
れ
る
。
南
九
州
の
修
験
に
関

わ
る
旧
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
『
常
盤
問
答
』（
寛
永
十
二
年
〈
一
六
三
五
〉

頃（
１７
）写）
に
は
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
や
舞
曲
『
常
盤
問
答
』
で
は
語
ら
れ

な
い
次
の
叙
述
が
み
ら
れ
る
。

な
む
や
大
悲
多
聞
天
、
み
づ
か
ら
が
三
男
、
牛
若
、
生
年
七
才
に
な
り
、

こ
の
山
と
申
す
は
天
狗
の
す
み
し
山
な
れ
ば
、
し
ゆ
と
の
心
が
た
け
く

し
て
、
稚
児
学
匠
が
あ
る
と
き
く
。
毘
沙
門
の
ち
か
ら
を
あ
わ
せ
、
鞍

馬
一
の
稚
児
学
匠
に
あ
り
て
た
び
給
へ
。

牛
若
を
鞍
馬
一
の
学
匠
に
し
た
い
と
多
聞
天
に
祈
願
す
る
。
こ
う
し
た
常

盤
御
前
の
姿
は
、
奥
浄
瑠
璃
『
常
盤
鞍
馬
破
』
に
お
い
て
、
牛
若
の
学
匠
と

し
て
の
成
就
を
祈
願
し
、『
法
華
経
』
提
婆
品
を
読
誦
す
る
常
盤
御
前
に
結

実
す
る
。

か
く
て
御
前
ハ
多
聞
天
の
南
面
の
縁
ニ
成
ぬ
れ
バ
御
�
の
内
よ
り
、
お

う
や
う
ニ
ゆ
る
ぎ
出
さ
せ
給
ふ
て
、
鰐
口
て
う
ど
打
鳴
ら
し
、
能
金
勝

り
三
百
両
、御
鉢
ニ
さ
ら
り
と
ま
い
ら
せ
、水
晶
の
御
数
珠
を
さ
ら
�
�

と
押
も
ん
で
、
南
無
大
慈
悲
の
多
門
天
、
自
が
不
浄
の
身
持
な
が
ら
、

角
せ
う
ち
や
う
の
御
山
え
押
て
参
詣
仕
、
其
つ
み
不
軽
と
申
共
、
願
ハ

当
七
歳
、
牛
若
を
学
文
其
為
ニ
当
山
え
登
せ
べ
し
、
さ
も
あ
ら
ハ
、
山

壱
番
の
学
者
と
な
さ
し
め
た
ま
へ
、
大
者
平
家
を
退
治
し
て
、
弓
矢
ノ

め
う
か
末
永
ク
守
ら
せ
給
ふ
と
、只
是
の
み
斗
の
御
願
成
、御
祈
�
漸
々

過
け
れ
バ
、
鞍
馬
の
別
当
、
東
光
阿
闍
梨
の
直
ら
せ
給
ふ
護
摩
の
座
敷

も
不
憚
、
お
う
や
う
ニ
座
て
、
法
華
経
の
五
巻
、
さ
も
高
ら
ニ
遊
し
た

る
、
御
供
の
女
中
拾
弐
人
、
皆
同
音
ニ
読
ニ
け
る
。
前
代
見
聞
不
思
議

也
。

（『
奥
浄
瑠
璃
集
』）

そ
も
そ
も
親
が
子
ど
も
の
出
家
を
願
う
様
相
は
、
幸
若
舞
曲
や
能
に
散
見

し
、
物
語
に
お
い
て
重
要
な
話
題
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説

が
説
草
や
法
華
経
注
釈
書
所
収
の
説
話
群
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に

指
摘
が
あ（

１８
）る。
こ
こ
で
は
舞
の
本
『
満
仲
』
の
一
節
を
ひ
い
て
お
く
。

満
仲
、
心
に
思
し
召
す
。
そ
れ
人
の
一
大
事
は
後
生
な
り
。
末
の
子
を

一
人
出
家
に
な
し
、
我
ら
が
後
生
を
問
わ
れ
ば
や
と
思
し
召
し
、

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
満
仲
』
や
物
狂
能
で
は
、
出
家
し
た
子
と
親
子
の
間
の
葛
藤
を
軸
に
物

語
が
展
開
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
基
底
に
は
、
親
が
子
の
出
家
を
願
う
と
い

う
共
通
の
志
向
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
出
家
の
功

徳
に
つ
い
て
『
目
連
の
草
紙
』（
享
禄
四
年
〈
一
五
三
一
〉
写
）
の
一
節
を

ひ
い
て
お（

１９
）く。

羅
漢
い
は
く
、
仏
事
、
法
事
、
さ
ま
ざ
ま
な
り
と
い
へ
ど
も
、
出
家
の
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功
徳
に
ま
さ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
一
子
出
家
す
れ
ば
、
七
世
の
ふ（
カ
）も、

み
な
成
仏
し
、
一
た
び
菩
提
心
を
お
こ
せ
ば
、
即
身
す
な
は
ち
仏
な
り
。

い
か
な
る
仏
事
、
僧
供
養
よ
り
も
、
一
人
の
子
を
僧
に
な
し
た
る
ほ
ど

の
善
根
な
し
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

ど
ん
な
法
事
や
仏
事
よ
り
も
一
人
の
出
家
者
を
だ
す
こ
と
が
「
み
な
成

仏
」
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
場
面

が
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
の
地
獄
遍
歴
譚
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
牛
若
が
天
狗

に
連
れ
ら
れ
て
訪
れ
る
餓
鬼
道
地
獄
で
あ
る
。
先
引
の
慶
応
義
塾
図
書
館
本

の
叙
述
を
確
認
す
る
。

餓
鬼
道
地
獄
に
お
つ
き
あ
る
。
た
ち
よ
り
、
源
御
覧
ず
れ
ば
、
餓
鬼
の

名
お
（
マ
マ
）
ば
、
う
ざ
い
餓
鬼
、
む
ざ
い
餓
鬼
、
ち
く
れ
ん
餓
鬼
と

申
て
数
を
し
ら
ず
。
餓
鬼
ど
も
が
石
を
か
さ
ぬ
る
所
も
あ
り
。
花
を
摘

み
け
る
も
の
も
あ
り
。
な
か
に
も
餓
鬼
が
一
人
、
踊
り
く
る
ふ
て
わ
ら

ひ
け
る
。
源
、
此
由
御
覧
じ
て
、
あ
や
ん
の
身
に
も
お
か
し
き
事
の
、

あ
る
や
ら
ん
と
の
た
ま
へ
ば
、
餓
鬼
こ
た
へ
て
、
さ
ん
候
。
我
ら
が
身

に
を
か
し
き
事
は
な
け
れ
ど
も
、
七
世
後
の
、
孫
が
一
人
、
出
家
に
な

る
の
、
う
れ
し
さ
に
、
わ
ら
ひ
け
る
よ
と
申
け
る
。
其
時
、
源
、
聞
し

召
さ
れ
て
、
げ
に
ま
こ
と
に
教
説
に
も
九
族
天
に
生
ず
と
は
、
今
こ
そ

お
も
い
し
ら
れ
た
れ
。
わ
ら
は
、
今
よ
り
出
家
の
本
願
、
う
ち
捨
て
武

士
に
な
ら
ん
と
存
ず
れ
ば
、
か
や
う
の
事
を
う
け
た
ま
は
る
。
さ
て
は

我
が
身
は
と
や
せ
ん
、
か
く
や
あ
ら
ま
し
と
し
ん
た
い
爰
に
き
わ
ま
り

て
、
袖
を
顔
に
お
し
あ
て
て
し
の
び
の
涙
に
む
せ
ば
れ
け
る
。

「
う
ざ
い
餓
鬼
」「
む
ざ
い
餓
鬼
」「
ち
く
れ
ん
餓
鬼
」
と
い
っ
た
餓
鬼
が

叙
述
さ
れ
、
そ
の
後
、
七
世
後
の
孫
の
出
家
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
一
人
の

餓
鬼
の
喜
び
が
語
ら
れ
る
。
牛
若
が
そ
れ
を
き
い
て
「
九
族
天
に
生
ず
」
と

い
う
教
化
の
言
説
を
想
起
し
、
出
家
の
本
願
と
武
士
の
本
懐
と
の
間
で
逡
巡

す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
面
の
眼
目
で
あ
る
。
牛
若
の
地
獄
遍
歴
譚
に
お

い
て
も
印
象
的
な
叙
述
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
九
族
天
に
生
ず
」
と
は
、
中
近
世
の
禅
宗
文
化
圏
で
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
た
教
化
の
言
説
で
あ（

２０
）る。
箕
浦
尚
美
氏
は
、
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
餓
鬼
道
地

獄
の
言
説
の
検
討
か
ら
、
施
餓
鬼
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
箕
浦
氏
の
指
摘

は
、『
天
狗
の
内
裏
』
の
生
成
基
盤
の
一
端
を
示
す
叙
述
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
牛
若
が
餓
鬼
の
対
話
か
ら
「
九
族
天
に
生
ず
」
を
導
き
だ
す

と
こ
ろ
に
経
典
に
通
じ
た
学
匠
と
し
て
の
牛
若
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と

を
確
認
し
て
お
く
。

な
お
、『
天
狗
の
内
裏
』
の
餓
鬼
道
に
叙
述
さ
れ
る
三
種
の
餓
鬼
に
つ
い

て
は
、
三
十
六
種
の
餓
鬼
を
記
載
す
る
『
正
法
念
処
経
』
巻
十
六
に
は
含
ま

れ
て
お
ら
ず
、追
究
の
必
要
が
あ
る
。管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、源
信
の
『
三

界
義
』
に
「
小
財
餓
鬼
」「
多
財
餓
鬼
」
と
と
も
に
「
無
財
餓
鬼
」
へ
の
言

及
が
み
え
る
程
度
で
経
典
類
の
言
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余

地
を
残
す
。
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
善
光
寺
如
来
本
地
』（
寛
文
六
年
〈
一

六
六
六
〉
写
）
に
は
、
次
の
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
。

か
ま
へ
て
人
は
慳
貪
の
心
、
有
べ
か
ら
ず
、
心
慳
貪
な
れ
ば
、
必
ず
三

悪
道
に
、
う
ざ
い
餓
鬼
、
む
ざ
い
餓
鬼
と
て
あ
り
。
う
ざ
い
餓
鬼
は
、

物
あ
れ
ど
も
身
に
も
く
は
ず
、
人
に
も
く
れ
ず
し
て
、
慳
な
る
は
う
ざ

い
餓
鬼
也
。
む
ざ
い
餓
鬼
と
は
見
て
ほ
し
き
も
の
も
、
目
の
前
に
な
し
、

渇
へ
て
死
す
る
は
む
ざ
い
餓
鬼
也
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

「
む
ざ
い
餓
鬼
」
に
加
え
て
「
う
ざ
い
餓
鬼
」
の
叙
述
が
あ
り
、『
天
狗
の

内
裏
』
の
餓
鬼
道
と
通
じ
る
叙
述
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
該
書
は
、
本
田

善
光
に
よ
る
善
光
寺
如
来
の
縁
起
を
説
く
『
善
光
寺
縁
起
』
の
一
伝
本
だ
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が
、
巻
末
に
教
化
の
説
話
や
言
説
を
と
ど
め
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
の
後
に
、
目
連
の
説
話
が
続
き
、
法
会
の
場
を
思
わ
せ
る
展
開
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
阿
部
泰
郎
氏
は
、『
因
縁
抄
』「
餓
鬼
舞
ヲ
舞
フ
事
」
に
『
天

狗
の
内
裏
』
の
餓
鬼
道
に
つ
な
が
る
言
説
を
指
摘
す（

２１
）る。
舎
利
弗
と
目
連
、

二
人
の
尊
者
が
舞
を
ま
う
餓
鬼
に
出
会
い
、
そ
の
喜
び
の
理
由
を
聞
く
と
い

う
筋
立
て
は
そ
の
ま
ま
『
天
狗
の
内
裏
』
に
等
し
い
。
説
草
と
の
接
点
は
、

『
天
狗
の
内
裏
』
の
成
立
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
が
、
右
の
『
善
光
寺
如
来

本
地
』
は
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
教
化
や
唱
導
説
法
の
場
と
『
天
狗
の
内
裏
』

と
の
密
接
な
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。

丹
緑
本
『
天
狗
の
内
裏
』
は
、
慶
応
義
塾
図
書
館
本
と
同
様
、
三
種
の
餓

鬼
に
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

か
の
餓
鬼
こ
た
へ
て
、
さ
ん
候
。
我
ら
が
身
に
う
れ
し
き
事
の
候
、
我

ら
が
七
世
の
孫
一
人
、
い
ま
娑
婆
に
あ
り
け
る
が
、
出
家
に
な
り
候
が
、

や
が
て
う
か
ま
ん
、
う
れ
し
さ
に
、
是
の
み
、
わ
ら
ひ
候
と
申
け
る
。

源
、
聞
し
召
し
、
げ
に
や
、
仏
の
と
き
給
ひ
し
、
一
人
出
家
す
れ
ば
九

族
天
上
す
る
と
説
か
せ
給
ふ
。
今
こ
そ
お
も
い
し
ら
れ
た
り
。
親
類
の

な
か
に
出
家
一
人
あ
れ
ば
、
そ
の
る
い
、
か
の
家
の
牛
馬
ま
で
成
仏
申

す
と
聞
く
。
是
妄
語
な
ら
ば
、
成
仏
も
妄
語
成
べ
し
と
、
今
こ
そ
お
も

ひ
あ
た
れ
り
。

（
室
町
時
代
物
語
大
成
）

「
九
族
天
上
」
に
よ
る
出
家
の
功
徳
だ
け
で
は
な
く
、
牛
馬
ま
で
も
成
仏

す
る
と
そ
の
功
徳
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
、
さ
ら
に
、
妄
語
に
も
言
及
す
る
こ

と
で
功
力
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
浄
土
真
宗
系
か
と
さ
れ
る
『
百
通
切
紙
』

に
も
類
似
の
言
説
が
見
出
さ（

２２
）れ、
教
化
の
場
で
一
定
に
流
布
し
た
言
説
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。妄
語
戒
を
持
ち
出
し
て
出
家
の
功
徳
を
語
る
叙
述
は
、

奥
浄
瑠
璃
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
に
も
共
有
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
信
多
純

一
氏
蔵
六
段
本
『
天
狗
之
内
裏
』（
文
政
五
年
〈
一
八
二
二
〉
写
）
で
は
、

『
法
華
経
』
読
誦
を
加
え
、
出
家
の
意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な（

２３
）る。

餓
鬼
答
て
、
さ
ん
候
。
我
等
七
世
の
孫
、
娑
婆
に
て
今
壱
人
出
家
を
と

げ
、
正
法
修
行
明
ら
か
に
て
貴
き
僧
に
て
候
へ
ば
、
六
親
眷
属
九
族
の

為
に
て
千
部
の
法
華
経
読
誦
あ
り
。
か
か
る
御
経
の
功
力
に
て
此
苦
患

を
ま
ぬ
が
れ
て
娑
婆
世
界
へ
生
て
成
仏
し
た
き
た
う
の
道
至
る
の
嬉
し

さ
に
、
扨
こ
そ
悦
び
申
也
。
御
曹
子
は
聞
召
、
さ
れ
ば
こ
そ
仏
の
解
か

れ
し
は
壱
人
出
家
す
れ
ば
九
族
天
上
す
と
は
今
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
た

り
。
か
様
の
事
を
見
る
に
付
け
て
も
親
の
菩
提
を
問
ん
と
思
は
ば
出
家

も
目
出
た
か
る
べ
し
。

餓
鬼
道
の
場
面
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
り
、『
天
狗
の
内
裏
』
の

読
者
に
と
っ
て
親
族
や
近
親
者
の
出
家
の
功
徳
へ
の
言
及
が
重
要
な
要
素
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、
興
味
深
い
叙
述
が
奥
浄
瑠
璃
『
常
盤
鞍

馬
破
り
』
の
一
伝
本
に
認
め
ら
れ（

２４
）る。

出
家
あ
れ
ば
衆
生
有
。
男
あ
れ
ハ
女
あ
り
。
出
家
な
く
て
も
有
ぬ
べ
し
。

女
人
な
く
ん
ハ
人
胤
尽
ん
。
扨
ま
た
一
つ
問
事
有
。
一
子
出
家
を
す
る

時
は
九
族
天
に
生
ず
と
い
へ
り
。
此
出
家
の
九
族
も
男
女
ば
か
り
ハ
天

上
の
楽
果
を
得
て
女
人
ハ
地
獄
へ
堕
る
に
や
。
御
坊
様
に
ハ
母
上
の
那

落
へ
沈
む
を
与
處
に
見
て
、
是
を
救
ひ
給
ハ
ぬ
に
や
。
し
か
□
□
ハ
出

家
も
何
か
せ
ん
。

幸
若
舞
曲
『
常
盤
問
答
』
と
同
根
の
こ
の
物
語
に
お
い
て
常
盤
御
前
が
、

鞍
馬
寺
の
東
光
坊
阿
闍
梨
と
の
問
答
に
お
い
て
、「
一
子
出
家
」
の
言
説
に

言
及
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
母
上
の
那
落
へ
」
の
一
節
は
、
慳
貪
の
た

め
に
畜
生
道
に
墜
ち
た
母
親
を
救
う
、
い
わ
ゆ
る
目
連
救
母
説（

２５
）話を
想
起
さ

せ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
説
の
摂
取
自
体
は
、
同
じ
奥
浄
瑠
璃
の
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『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
と
の
接
点
を
視
野
に
入
れ
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
解

さ
れ
る（

２６
）が、
常
盤
御
前
の
物
語
が
語
り
読
み
継
が
れ
る
過
程
で
こ
う
し
た
叙

述
を
展
開
す
る
至
っ
た
事
実
は
、
牛
若
／
義
経
の
物
語
と
常
盤
御
前
の
物
語

と
が
交
錯
し
、
交
流
し
な
が
ら
生
成
す
る
語
り
物
文
芸
の
動
態
を
う
か
が
わ

せ
る
。
牛
若
の
〈
智
恵
〉
と
常
盤
御
前
の
〈
智
恵
〉
の
言
説
の
重
層
化
と
い

う
局
面
も
想
定
さ
れ
る
。
親
子
関
係
の
対
応
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
言
説
の

共
有
と
交
響
を
こ
こ
で
は
重
視
し
た
い
。

こ
う
し
た
常
盤
御
前
の
〈
智
恵
〉、
い
わ
ば
母
親
の
〈
智
恵
〉
は
、
義
経

物
の
文
芸
テ
ク
ス
ト
に
だ
け
見
出
せ
る
事
象
で
は
な
い
。
仮
名
本
『
曽
我
物

語
』
巻
四
に
は
、
箱
王
（
五
郎
）
の
出
家
に
期
待
を
寄
せ
る
母
親
の
姿
が
叙

述
さ
れ
る
。

母
、
弟
の
箱
王
を
呼
び
寄
せ
て
の
ひ
け
る
は
、
わ
殿
は
、
箱
根
の
別
当

の
も
と
へ
行
き
、
法
師
に
な
り
、
学
問
し
て
、
親
の
後
世
と
ぶ
ら
へ
。

ゆ
め
�
�
、
男
う
ら
や
ま
し
く
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
世
を
の
が
る
る
身
な

れ
ば
、
綾
羅
錦
繍
の
袖
も
、
衣
に
同
じ
。
十
善
帝
王
も
、
身
を
捨
て
、

人
に
対
す
る
に
、
所
な
し
。
う
き
も
つ
ら
き
も
、
世
の
中
は
、
夢
ぞ
と

思
ひ
定
む
べ
し
。
伝
へ
聞
く
大
目
連
せ
し
は
、
母
の
教
へ
給
ひ
し
御
言

葉
を
、
耳
の
底
に
保
ち
給
ひ
て
こ
そ
、
五
百
大
阿
羅
漢
に
は
越
え
給
ひ

し
。
か
ま
へ
て
法
師
と
な
り
て
、
父
の
跡
を
も
、
わ
ら
わ
が
後
生
を
も

助
け
給
へ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
箱
王
、
身
に
思
ふ
事
あ
る
と
思
ひ
け
れ

ど
も
、
う
け
た
ま
は
り
候
ふ
と
ぞ
言
ひ
け
る
。

（
古
典
文
学
大
系
）

武
士
を
出
自
と
し
、
父
親
へ
の
孝
養
と
し
て
の
敵
討
と
仏
法
の
あ
い
だ
で

葛
藤
し
、他
方
で
母
親
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
孝
養
を
抱
え
る
と
い
う
点
で
、

箱
王
と
牛
若
の
重
な
り
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
母
親
の

発
言
で
目
連
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
目
連

は
そ
の
母
親
の
「
御
言
葉
」
を
大
事
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
大
成
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
孝
養
と
い
う
話
題
を
語
る
場
で
目
連
と
そ
の
説
話
の
重
要
性

が
う
か
が
わ
れ
る
。
歓
喜
寺
本
『
常
盤
物
語
』
で
も
、
常
盤
御
前
の
喜
び
を

叙
述
す
る
一
節
に
比
喩
と
し
て
目
連
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て

想
起
さ
れ（

２７
）る。

義
経
物
の
文
芸
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
武
勇
や
哀
話
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
義
朝
や
常
盤
御
前
と
の
関
わ
り
か
ら
は
、
出
家
の
功
徳
は
も

と
よ
り
、
孝
養
や
恩
愛
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
ら
た
め
て
見
定
め
ら
れ
る
。

『
天
狗
の
内
裏
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、幸
若
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』
や
『
山

中
常
盤
』
な
ど
の
諸
作
に
結
実
し
た
物
語
草
子
や
語
り
物
成
立
の
動
因
の
一

つ
に
、
牛
若
の
孝
養
に
対
す
る
人
び
と
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
語
り
物
文
芸
テ
ク
ス
ト
の
基
盤
に
は
法
華
経
注
釈
書
の
ほ
か
様
々
な
教

説
と
の
接
点
が
認
め
ら
れ（

２８
）る。今
後
は
そ
う
し
た
研
究
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
、

語
彙
や
表
現
の
分
析
を
重
ね
、
広
く
物
語
の
時
空
の
理
解
へ
と
活
か
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
、〈
智
恵
遍
満
〉
の
牛
若
と
地
獄
遍
歴
譚
の
変
容

『
天
狗
の
内
裏
』
で
は
、
牛
若
の
学
問
の
内
実
へ
の
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
、

地
獄
極
楽
遍
歴
譚
や
大
日
如
来
た
る
義
朝
と
の
問
答
の
前
提
に
な
っ
て
い

る
。
そ
う
し
た
諸
本
の
な
か
で
特
色
を
有
す
る
伝
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
尾
崎

修
一
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
、
善
光
寺
本
『
天
狗
の
内
裏
』
で
あ（

２９
）る。
す

で
に
尾
崎
氏
、
箕
浦
尚
美
両
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う（

３０
）に、
お
伽
草
子
諸
本
と

奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
双
方
の
要
素
を
も
つ
系
統
で
、
ほ
か
に
同
系
統
の
本
文
を

も
つ
明
治
大
学
所
蔵
『
天
狗
の
内
裏
』
も
確
認
で
き
、
そ
の
特
徴
的
な
本
文
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が
一
類
を
な
す
こ
と
が
知
ら
れ
る
。善
光
寺
本
や
明
大
本
で
特
筆
す
べ
き
は
、

お
伽
草
子
諸
本
と
奥
浄
瑠
璃
諸
本
の
間
で
、
近
世
前
期
の
絵
巻
と
し
て
制
作

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
本
文
に
お
け
る
異
本
形
成
の
み
な
ら

ず
、
新
た
な
物
語
享
受
の
志
向
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
善
光

寺
本
に
は
、
お
伽
草
子
諸
本
や
奥
浄
瑠
璃
諸
本
と
比
し
て
独
自
の
叙
述
が
散

見
す
る
。
そ
の
冒
頭
は
次
の
叙
述
で
は
じ
ま
る
。

さ
る
あ
ひ
だ
、牛
若
君
鞍
馬
の
寺
に
て
学
問
な
さ
れ
て
お
は
せ
し
か
ば
、

内
典
外
典
、
う
か
が
ひ
求
め
、
い
よ
�
�
御
智
恵
は
遍
満
せ
り
。
牛
若

君
、
心
中
に
誓
ひ
給
ふ
や
う
、
現
世
安
穏
、
後
生
善
所
の
や
う
ど
う
を

祈
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
し
め
し
、
あ
る
夜
多
聞
堂
へ
御
籠
り
候
ひ
て
、
南
面

の
広
縁
に
た
ち
出
給
ひ
、
月
に
む
か
わ
せ
給
ひ
つ
つ
、
南
無
帰
命
、
月

光
菩
薩
、
我
ら
の
願
ふ
と
こ
ろ
、
現
世
の
冥
利
、
ま
た
は
悟
り
の
道
を

教
へ
給
へ
と
肝
胆
く
だ
き
、
祈
ら
せ
給
ひ
て
、

古
写
本
や
丹
緑
本
と
い
っ
た
お
伽
草
子
諸
本
、
あ
る
い
は
奥
浄
瑠
璃
諸
本

で
は
基
本
的
に
、
牛
若
が
鞍
馬
の
毘
沙
門
に
対
し
、
義
朝
の
敵
討
を
念
頭
に

お
い
た
祈
願
を
す
る
場
面
か
ら
物
語
を
語
り
起
こ
す
。
善
光
寺
本
で
は
そ
う

し
た
文
脈
は
採
ら
ず
、
牛
若
の
学
問
へ
の
言
及
を
簡
略
化
し
、「
御
智
恵
は

遍
満
せ
り
」
と
す
る
。
し
か
も
こ
の
「
御
智
恵
は
遍
満
」
す
る
牛
若
は
、「
現

世
の
冥
利
」
と
と
も
に
「
悟
り
の
道
」
を
月
光
菩
薩
に
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
先
述
の
ご
と
く
孝
養
は
、
義
経
物
の
テ
ク
ス
ト
に
伏
在
し
、『
天
狗
の

内
裏
』
諸
本
に
お
い
て
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

が
、
善
光
寺
本
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
距
離
を
と
り
、
冥
利
と
悟
り
の
道
を
求

め
る
と
い
う
、
新
た
な
牛
若
像
を
創
出
し
て
い
る
。

善
光
寺
本
に
お
い
て
〈
智
恵
〉
が
重
要
な
言
葉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

次
の
叙
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

・
い
か
な
る
菩
薩
の
を
し
へ
に
て
、
ち
ゑ
の
ま
な
こ
が
強
く
し
て
こ
れ
ま

で
き
た
り
給
ふ
ぞ
や

・
大
日
聞
し
召
し
て
、
さ
て
も
ゆ
か
し
き
稚
児
の
学
問
か
な
。
か
ほ
ど
ち

ゑ
あ
る
牛
若
に
対
面
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
し
、
わ
う
し
や
う
の
雲
を
お
し

の
け
て
、
ぢ
き
に
対
面
な
さ
れ
け
る
。
牛
若
君
の
心
の
う
ち
、
う
れ
し

き
と
も
な
か
�
�
申
は
な
し
。

・
梶
原
、
ち
や
う
申
と
も
、
汝
は
ち
ゑ
の
も
の
な
れ
ば
、
御
身
が
身
に
は

か
か
る
ま
じ
き
か
、
秀
衡
が
身
に
か
か
る
べ
し

最
初
は
、
牛
若
を
地
獄
極
楽
の
遍
歴
に
連
れ
て
行
く
鞍
馬
の
天
狗
の
発
言

で
、牛
若
の
才
智
の
様
相
を
「
ち
ゑ
の
ま
な
こ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
。

次
は
、
大
日
如
来
・
義
朝
と
牛
若
の
仏
法
問
答
が
終
わ
り
、
両
者
が
念
願
の

対
面
を
は
た
す
叙
述
で
あ
る
。
最
後
は
義
朝
の
未
来
語
り
で
、
梶
原
と
の
因

縁
を
説
く
一
節
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
諸
本
の
当
該
箇
所
に
は
確
認
で
き
ず
、

善
光
寺
本
が
〈
智
恵
〉
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。ま
ず
は〈
智

恵
〉
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
叙
述
が
『
義
経
地
獄
破
り
』
の
「
智
恵
第
一
」
と

の
響
き
あ
う
表
現
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

善
光
寺
本
に
は
、
諸
本
の
地
獄
遍
歴
譚
と
は
異
な
る
叙
述
が
み
ら
れ
る
。

し
よ
か
う
地
獄
を
う
ち
す
ぎ
て
、
炎
地
獄
の
あ
り
さ
ま
を
み
る
□
、
な

か
�
�
お
そ
ろ
し
さ
限
り
な
し
。
五
百
ち
や
う
の
岩
屋
に
あ
ま
た
の
罪

人
あ
つ
め
つ
つ
天
よ
り
火
の
雨
ふ
り
く
だ
り
、
岩
屋
も
ろ
と
も
に
焼
き

崩
れ
、
白
骨
ば
か
り
に
な
り
に
け
る
。
火
の
車
を
引
き
た
て
て
、
牛
の

頭
、
馬
の
頭
の
ご
と
く
な
る
、
あ
ば
う
ら
せ
つ
が
、
し
ゆ
つ
く
わ
つ
と

い
ふ
文
を
と
な
へ
て
、
罪
人
出
で
よ
と
と
呼
ば
は
れ
ば
、
も
と
の
衆
生

と
な
り
に
け
る
。
牛
若
君
は
御
ら
ん
じ
、
こ
れ
は
い
か
な
る
地
獄
ぞ
問

は
せ
給
へ
ば
、
天
狗
の
た
ま
ふ
や
う
、
あ
れ
は
し
や
ば
に
あ
り
し
と
き
、
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愚
痴
貪
欲
ふ
か
う
し
て
、
人
の
宝
を
み
る
と
き
は
、
我
が
子
に
あ
れ
を

と
ら
せ
た
や
。
人
の
果
報
き
く
と
き
は
、
我
が
子
も
さ
や
う
に
あ
れ
か

し
と
、
む
ね
に
貪
欲
た
え
ざ
れ
ば
、
か
か
る
地
獄
に
お
と
さ
れ
て
、
む

し
ゆ
の
く
る
し
み
う
く
る
な
り
。
牛
若
お
ほ
せ
け
る
や
う
は
、
あ
れ
は

い
か
な
る
功
徳
に
て
、
助
か
る
べ
き
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、

こ
の
貪
欲
に
ま
つ
わ
る
炎
地
獄
は
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
の
う
ち
、
善
光

寺
蔵
本
の
系
統
し
か
確
認
で
き
な
い
。
特
徴
的
な
の
は
、『
富
士
の
人
穴
草

子
』
に
お
け
る
賽
の
河
原
を
彷
彿
と
さ
せ
る
苦
患
の
叙（

３１
）述で
あ
ろ
う
。
子
を

想
う
親
の
気
持
ち
が
貪
欲
と
さ
れ
、
そ
の
苦
し
み
が
語
ら
れ
る
。
善
光
寺
本

で
は
、
続
い
て
炎
地
獄
か
ら
の
が
れ
る
方
法
が
語
ら
れ
る
。

天
狗
こ
た
へ
て
の
た
ま
は
く
、
念
仏
申
す
も
の
な
ら
ば
、
か
か
る
苦
患

を
ゆ
る
さ
る
る
に
よ
つ
て
、
浄
土
の
祖
師
の
御
し
や
く
に
も
、
阿
字
十

は
う
三
世
ふ
つ
三
じ
一
さ
い
し
よ
ほ
さ
つ
、
た
じ
八
ま
ん
し
よ
し
や
ぎ

や
う
、
か
い
ぜ
あ
み
た
ぶ
つ
と
あ
ら
は
し
給
ふ
な
り
。
牛
若
お
ぼ
し
め

し
け
る
は
、
さ
て
も
□
□
□
の
こ
□
□
□
と
て
、
炎
地
獄
を
過
ぎ
た
ま

ふ
。

念
仏
に
よ
る
救
済
と
と
も
に
「
阿
字
十
方
―
」
の
偈
頌
に
言
及
す
る
。「
阿

字
十
方
―
」
は
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
だ
け
で
は
な
く
、『
法
妙
童
子
』『
ほ

う
ま
ん
長
者
』『
子
や
す
物
語
』『
奈
良
大
仏
供
養
』
等
に
引
か
れ
、
舞
曲

『
十
番
切
』
や
説
経
『
か
る
か
や
』
に
も
類
似
の
偈
頌
が
確
認
で
き
、
人
び

と
に
よ
く
知
ら
れ
た
偈
頌
で
あ
っ（

３２
）た。
こ
の
あ
と
に
続
く
「
血
の
地
獄
」
の

く
だ
り
で
は
、「
一
切
経
の
中
よ
り
も
四
百
四
十
四
文
字
を
す
ぐ
り
い
だ
せ

る
、
血
盆
経
だ
に
保
つ
な
ら
ば
か
や
う
の
苦
患
を
の
が
る
べ
し
」
と
い
う
叙

述
が
み
え
、
教
化
に
お
け
る
経
典
の
役
割
を
示
す
点
で
一
致
す
る
。
こ
れ
ら

は
牛
若
の
〈
智
恵
〉
の
深
化
に
対
応
し
た
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
善
光
寺
本
の
特
色
を
確
認
し
た
上
で
興
味
深
い
叙
述
を
す
る
の

が
、
餓
鬼
道
地
獄
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
よ
り
も
、
餓
鬼
道
地
獄
を
見
た
ま
へ
ば
、
な
か
�
�
に
目
に

も
あ
て
ら
れ
ぬ
あ
り
さ
ま
な
り
。
十
ち
や
う
ば
か
り
の
釜
を
た
て
、
熱

鉄
の
湯
を
沸
か
し
、
し
ゆ
た
の
鬼
神
が
集
ま
り
て
、
釜
の
湯
を
を
き
た

て
け
れ
ば
、
一
ち
や
う
は
か
り
煮
ゑ
あ
が
り
、
す
た
の
罪
人
集
め
つ
つ
、

釜
の
底
へ
と
沈
め
け
る
。
釜
の
ま
は
り
を
め
ぐ
り
て
、
に
ぐ
る
も
あ
り
。

そ
れ
を
も
と
ら
へ
て
、
な
を
い
ま
し
め
て
、
沈
め
け
る
。
そ
の
な
か
よ

り
も
、
あ
や
し
く
や
せ
た
る
罪
人
一
人
み
え
け
る
が
、
花
を
を
ゆ
ん
で

に
も
ち
、
か
ら
�
�
と
わ
ら
い
け
る
。
牛
若
君
は
御
ら
ん
じ
て
、
い
か

に
罪
人
よ
。
汝
が
姿
を
ば
、
み
る
だ
に
も
、
あ
や
う
か
り
け
る
に
、
な

に
の
喜
び
の
わ
ら
い
ぞ
や
、
こ
こ
ろ
へ
ら
れ
ず
と
お
ほ
せ
け
る
。
罪
人

う
け
た
ま
わ
り
て
申
や
う
、
さ
ん
候
、
な
に
の
喜
び
は
候
は
ね
ど
も
、

娑
婆
あ
り
し
孫
、
出
家
に
な
る
よ
し
き
く
か
ら
に
、
ま
こ
と
出
家
に
な

る
な
ら
ば
、
我
も
苦
患
を
の
が
る
べ
し
と
、
そ
ん
す
程
は
、
か
や
う
に

喜
び
申
也
と
、
申
け
れ
ば
、
牛
若
君
は
き
こ
し
め
し
、
さ
て
不
憫
の
こ

と
ど
も
や
と
て
、
づ
い
ぐ
た
ら
に
を
十
遍
ば
か
り
唱
へ
て
、
こ
こ
を
も

う
ち
す
き
た
ま
ひ
、
修
羅
道
へ
こ
そ
か
か
り
給
ふ
。

『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
が
「
九
族
天
上
」
に
言
及
し
つ
つ
、
出
家
の
功
徳

を
強
調
し
、
そ
れ
が
牛
若
自
身
へ
の
問
い
か
け
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ふ

ま
え
る
と
、
地
獄
の
釜
の
苦
し
み
は
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
簡
略
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

さ
ら
に
諸
本
の
叙
述
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
餓
鬼
と
の
対
話
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
牛
若
の
「
不
憫
の
こ
と
ど
も
や
」
と
い
う
発
言
で
あ
ろ
う
。
陀

羅
尼
こ
そ
唱
え
る
が
、
諸
本
に
確
認
で
き
た
牛
若
の
葛
藤
に
関
す
る
叙
述
は
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確
認
で
き
ず
、
善
光
寺
本
が
冒
頭
の
祈
願
の
場
面
と
あ
わ
せ
て
孝
養
に
関
す

る
話
題
に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。続
く
修
羅
道
地
獄
で
は
、

善
光
寺
本
の
志
向
が
明
確
に
う
か
が
わ
れ
る
。

修
羅
道
の
有
様
を
御
覧
ず
れ
ば
、
け
ふ
の
日
も
や
う
�
�
西
に
か
た
ぶ

く
と
お
ぼ
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
修
羅
道
の
と
き
の
太
鼓
、
ど
う
ど
う
と

う
ち
け
れ
ば
、
は
や
、
ひ
と
か
せ
ん
と
戦
い
け
る
。
も
と
よ
り
も
、
身

よ
り
い
だ
せ
た
る
咎
な
れ
ば
、
心
の
鬼
の
身
を
せ
め
て
、
我
と
身
を
切

る
や
か
ら
も
あ
り
。
う
つ
つ
う
た
れ
つ
、
し
ん
ど
う
し
、
た
ま
し
ひ
を

た
ち
く
だ
き
、
悪
縁
を
ひ
る
が
へ
し
、
仏
果
の
縁
と
な
ら
ん
と
す
れ
ど

も
、
瞋
恚
の
を
ん
で
き
つ
き
ず
し
て
、
に
ち
�
�
の
苦
し
み
、
け
ふ
も

い
た
づ
ら
に
す
ぎ
、
き
の
ふ
も
む
な
し
く
暮
れ
、
せ
つ
を
ん
せ
ん
の
と

り
な
ひ
て
、
お
も
ひ
を
い
た
ま
し
む
。
い
つ
し
や
う
し
や
う
�
�
た
だ

夢
の
ご
と
し
。
た
れ
か
百
年
の
齢
を
期
せ
ん
、
万
事
は
み
な
夢
の
ご
と

く
、
む
な
し
命
は
水
の
う
へ
の
泡
の
ご
と
く
、
風
に
し
た
が
つ
て
、
め

ぐ
る
が
ご
と
し
。
閻
魔
法
王
の
か
さ
く
の
言
葉
を
聞
く
に
、
冥
利
身
を

た
す
く
れ
ど
も
、
い
ま
だ
心
を
な
や
ま
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
、
す
ぎ

ざ
り
し
そ
の
先
に
は
や
、
戦
へ
と
よ
ば
は
り
し
、
そ
の
声
は
い
か
づ
ち

よ
り
も
お
び
た
だ
し
。
身
に
そ
ひ
て
お
そ
ろ
し
き
こ
と
か
な
や
と
お
ぼ

し
め
し
、
修
羅
道
を
も
過
ぎ
給
ふ
（
中
略
）

修
羅
道
で
い
く
さ
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
他
の
『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
と

同
様
だ
が
、
そ
の
苦
し
み
の
原
因
を
「
身
よ
り
い
だ
せ
る
咎
」
と
し
、「
心

の
鬼
」
に
ま
で
言
及
す
る
。「
咎
」
と
「
心
の
鬼
」
は
、
瞋
恚
に
基
づ
く
叙

述
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
夢
」
や
「
水
の
上
の
泡
」
の
表
現
で
あ
ら
わ

さ
れ
る
ご
と
く
、『
天
狗
の
内
裏
』
諸
本
の
定
型
的
な
修
羅
道
の
言
説
を
採

ら
ず
無
常
に
ま
で
説
き
及
ぶ
点
が
注
目
さ
れ
る
。
じ
つ
は
、
右
の
引
用
中
、

傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
能
「
歌
占
」
の
一
節
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
の
曲（

３３
）舞の

一
部
で
あ
る
。
善
光
寺
本
は
、
能
「
歌
占
」
の
一
節
を
省
略
し
つ
つ
、
巧
み

に
活
か
し
て
修
羅
道
地
獄
を
叙
述
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
指
摘
が

あ
る
よ
う（

３４
）に、
能
「
歌
占
」
の
地
獄
の
曲
舞
は
、『
貞
慶
消
息
』
と
『
目
連

経
』
に
依
拠
す
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
類
似
の
言
説
が
『
曽
我
物
語
』
巻

十
一
の
仏
事
供
養
の
叙
述
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
ふ
ま
え
れ
ば
、
一
連

の
表
現
が
法
会
に
お
け
る
教
化
の
言
説
と
し
て
も
重
要
視
さ
れ
た
様
子
が
う

か
が
わ
れ
る
。

善
光
寺
本
は
、「
九
族
天
上
」
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
出
家
の
功
徳
や
義

朝
や
常
盤
御
前
と
の
関
係
か
ら
派
生
す
る
孝
養
の
話
題
に
は
言
及
し
な
い
。

そ
の
か
わ
り
に
、
そ
の
地
獄
遍
歴
譚
は
、
炎
地
獄
の
愚
痴
慳
貪
や
修
羅
道
の

瞋
恚
の
よ
う
に
心
中
か
ら
生
じ
る
煩
悩
の
問
題
を
照
射
す
る
志
向
を
も
つ
。

こ
れ
ら
三
毒
へ
の
関
心
は
、
た
と
え
ば
、
鈴
木
正
三
『
万
民
徳
用
』（
寛
文

元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
の
「
三
宝
之
徳
用
」
で
言
及
さ
れ
る
「
仏
法
修
行

は
冥
闇
の
心
を
去
て
三
毒
の
心
を
離
る
。
此
心
即
諸
煩
悩
を
断
じ
て
心
病
な

き
宝
な
り
」
と
い
っ
た
近
世
前
期
法
語
文
芸
の
言
説
と
の
照
応
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
は
己
の
身
中
か
ら
生
じ
る
三
毒
へ
の
注
視
に
お
い
て
共
通
す
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
言
説
の
様
相
は
、
旧
稿
で
指
摘
し
た
よ
う（

３５
）に、『
義
経
地
獄
破

り
』
が
修
行
者
と
義
経
と
い
う
二
人
の
人
物
の
叙
述
を
通
し
て
、
地
獄
の
苦

し
み
を
生
じ
さ
せ
る
自
己
の
罪
咎
や
煩
悩
を
見
つ
め
る
こ
と
が
主
題
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
義
経
地
獄
破
り
』
で

は
、
義
経
が
退
治
し
た
鬼
と
は
、
体
内
か
ら
生
じ
る
煩
悩
で
あ
っ
た
こ
と
が

ほ
の
め
か
さ
れ
る
。
教
化
の
文
脈
に
お
い
て
〈
智
恵
〉
の
〈
智
〉
が
「
煩
悩

の
賊
を
断
ち
、そ
の
垢
を
清
め（

３６
）る」
力
を
も
含
意
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
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義
経
は
ま
さ
に
「
智
恵
第
一
」
の
人
物
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
だ
ろ
う（

３７
）か。
牛
若
の
〈
智
恵
〉
を
重
視
す
る
善
光
寺
本
の
地
獄
遍
歴
譚

の
生
成
は
、『
義
経
地
獄
破
り
』
の
生
成
が
決
し
て
個
別
の
事
例
で
は
な
く
、

近
世
前
期
に
お
い
て
義
経
物
の
文
芸
が
、
人
が
誰
し
も
抱
え
る
不
安
や
悩
み

に
対
す
る
教
化
テ
ク
ス
ト
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
。
牛
若
／
義
経
の
〈
智
恵
〉
が
、
兵
法
取
得
譚
の
み
な
ら
ず
、
地

獄
極
楽
遍
歴
譚
に
お
い
て
進
展
し
、
絵
巻
・
絵
本
に
お
い
て
特
色
あ
る
一
群

を
生
み
出
す
淵
源
の
一
端
を
担
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
。

ま
と
め
に
か
え
て

池
田
敬
子
氏
の
見
解
を
手
が
か
り
に
し
て
、〈
智
恵
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

稚
児
学
匠
と
し
て
の
牛
若
／
義
経
の
諸
相
を
論
じ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、「
仏

法
に
出
会
う
」
牛
若
／
義
経
の
姿
の
一
部
を
追
究
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。

『
義
経
地
獄
破
り
』
の
「
智
恵
第
一
の
義
経
」
の
生
成
の
追
究
か
ら
は
、

教
化
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
義
経
物
の
お
伽
草
子
や
語
り
物
文
芸
の
絵
巻
・
絵

入
り
本
の
様
相
が
あ
ら
た
め
て
顕
在
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
年
、
近

世
前
期
の
絵
巻
や
絵
入
り
写
本
、
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
本
の
制
作
環
境
に
つ
い

て
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
教
化
の
言
説
へ
の
注
目
は
、
実
質
的
な
生
成
と

享
受
の
場
を
明
ら
か
に
す
る
指
標
に
な
る
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
生
成
基
盤

探
究
と
と
も
に
、
同
時
代
の
宗
教
や
文
芸
の
動
向
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
分

析
と
物
語
解
釈
と
が
欠
か
せ
な
い
。『
義
経
地
獄
破
り
』
に
お
い
て
、
義
経

の
極
楽
往
生
は
念
仏
の
読
誦
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
冒
頭
と
結
末
に
あ
ら

わ
れ
る
富
士
浅
間
権
現
や
霊
山
・
富
士
山
の
信
仰
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。『
義

経
地
獄
破
り
』
の
文
芸
史
上
の
定
位
に
は
、
な
お
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

続
稿
を
期
し
た
い
。

注

（
１
）
拙
稿
「
三
途
の
川
先
陣
争
い
に
つ
い
て
―
『
義
経
地
獄
破
り
』
の
世

界
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
十
集

新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）、

同
「
地
獄
の
門
破
り
に
つ
い
て
―
『
義
経
地
獄
破
り
』
私
注
」（「
立
教
大

学
日
本
文
学
」
九
十
一
号
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
）、
同
「
酒
呑
童
子
譚

と
古
浄
瑠
璃
―
『
義
経
地
獄
破
り
』
を
手
が
か
り
に
し
て
」（
隔
月
刊

「
文
学
」
十
巻
五
号
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
等
参
照
。
な
お
、『
義
経
地

獄
破
り
』
全
体
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
義
経
地
獄
破
り
画
面
解
説
」（『
義

経
地
獄
破
り
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）
も
参
照
。

（
２
）
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
）。

（
３
）
池
田
敬
子
「
中
世
人
の
義
経
像
―
文
学
に
た
ど
る
」（「
軍
記
と
語
り

物
」
四
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。

（
４
）
徳
田
和
夫
「
義
経
鞍
馬
山
中
修
業
伝
説
と
判
官
物
―
�
皆
鶴
��
判
官

都
は
な
し
（
鬼
一
法
眼
）��
御
曹
子
島
渡
―
�」（『
お
伽
草
子
研
究
』
三

弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
）、
大
谷
節
子
「�
張
良
一
巻
書
�
伝
授
譚
考
―

謡
曲
�
鞍
馬
天
狗
�
の
背
景
」（『
室
町
芸
文
論
攷
』
三
弥
井
書
店
、
一
九

九
一
年
）、
黒
田
日
出
男
「
政
治
秩
序
と
血
―
『
御
曹
子
島
渡
』
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」（『
歴
史
と
し
て
の
御
伽
草
子
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六

年
）、野
中
直
恵
「
義
経
伝
承
の
系
譜
と
展
開
―
鬼
一
法
眼
伝
承
を
め
ぐ
っ

て
」（『
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』
汲
古
書
院
、一
九
九
八
年
）
等
参
照
。

（
５
）
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
）、
箕
浦
尚
美
ａ
「
信
多
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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
）。

（
６
）
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
）。

（
７
）
こ
の
「
智
恵
第
一
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木

彰
「
天
竺
・〈
合
戦
〉・
幸

若
舞
―
�
智
恵
こ
そ
本
�
と
い
う
こ
と
」（『
東
ア
ジ
ア
の
仏
伝
文
学
』
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
８
）
近
時
、
今
橋
・
河
合
・
小
関
・
齊
藤
・
佐
々
木
・
笹
村
・
鈴
木
諸
氏
に

よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
。「
池
谷
家
蔵
『
島
わ
た
り
』
絵
巻
翻
刻
」（「
立
教

大
学
日
本
文
学
」
一
一
九
号
、
二
〇
一
八
年
一
月
）。
な
お
、
池
谷
家
蔵

本
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
真
麻
理
「
渡
海
の
絵
巻
―
い
け
の
や
文
庫
蔵
『
御

曹
子
島
渡
り
』
―
」（「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要

文
学
研
究
篇
」
四
四

号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
も
参
照
。

（
９
）
内
閣
文
庫
本
『
牛
若
く
ら
ま
出
』（『
幸
若
舞
曲
研
究
』
所
収
）
に
は
、

「
抑
、
比
沙
門
と
申
は
四
天
の
中
の
第
一
に
八
天
童
の
そ
ん
し
や
た
り
。

仏
法
護
持
の
た
め
に
弓
箭
を
守
り
給
ふ
也
。
牛
若
が
一
期
の
本
望
は
身
の

た
め
お
こ
す
謀
叛
な
ら
ず
、
父
母
教
養
の
其
の
た
め
に
平
家
を
討
た
ん
と

お
も
ひ
立
つ
兵
法
稽
古
の
た
し
な
み
也
」
と
あ
る
。

（
１０
）
濱
中

修
「『
幻
夢
物
語
』
攷
―
神
聖
な
る
童
子
―
」（『
室
町
物
語
論

攷
』
新
典
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
１１
）
馬
を
馬
頭
観
音
、
牛
を
大
日
如
来
と
す
る
説
は
、
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』

諸
本
や
説
経
『
を
ぐ
り
』、
大
蔵
虎
明
本
『
牛
ば
く
ら
う
』（
正
保
二
年

〈
一
六
四
五
〉
奥
書
）、
狂
言
『
牛
馬
』（『
狂
言
六
義
』）
等
に
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
舞
曲
、
説
経
、
狂
言
と
い
っ
た
芸
能
に
関
わ
る
言
説
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
く
。
な
お
、
奈
良
絵
本
『
お
ぐ
り
』（『
説
経
正
本
集
』

所
収
）
で
は
、「
御
約
束
の
ご
と
く
、
富
士
山
の
裾
野
に
黄
金
の
堂
を
建

て
さ
せ
給
ひ
て
、
鬼
鹿
毛
が
か
ら
だ
を
真
の
漆
に
て
か
た
め
、
馬
頭
観
音

と
御
な
づ
け
あ
り
。
御
堂
の
神
体
と
御
い
は
ひ
あ
る
。
牛
は
大
日
如
来
と

申
も
、
こ
の
と
き
よ
り
も
は
じ
ま
れ
り
」
と
あ
り
、
牛＝

大
日
如
来
説
を

考
え
る
上
で
興
味
深
い
言
説
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
１２
）
箕
浦
尚
美
「
お
伽
草
子
と
女
人
往
生
の
説
法
―
『
ゑ
ん
が
く
』『
花
情

物
語
』『
胡
蝶
物
語
』
を
中
心
に
」（「
詞
林
」
二
十
三
号
、
一
九
九
八
年

四
月
）、
注
６
恋
田
論
文
参
照
。

（
１３
）
深
谷

大
「『
上
瑠
璃
』
考
」（『
岩
佐
又
兵
衛
絵
巻
群
と
古
浄
瑠
璃
』

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
１４
）
五
筆
和
尚
説
話
に
つ
い
て
は
、
磯
水
絵
「
能
書
の
説
話
―
諸
道
の
説
話

研
究
に
む
け
て
―
」（「
二
松
」
三
十
二
集
、二
〇
一
八
年
三
月
）
を
参
照
。

な
お
、
空
海
の
能
筆
に
つ
い
て
は
、
説
経
『
か
る
か
や
』（
寛
永
八
年
〈
一

六
三
一
〉
刊
）
に
も
「
せ
ん
て
の
手
に
て
押
し
た
て
て
、
五
管
の
筆
に
墨

を
染
め
」
や
『
弘
法
大
師
御
本
地
』（
承
応
三
年
〈
一
六
五
四
〉
刊
）
に

は
、
空
海
の
能
筆
を
あ
ら
わ
す
叙
述
と
し
て
、
、「
右
の
手
に
五
本
の
筆

を
握
り
、
一
同
に
書
き
給
ふ
に
五
行
の
文
字
を
あ
ら
は
し
給
へ
り
」
と
あ

る
。

（
１５
）
庵
逧

巌
「
幸
若
舞
曲
�
毛
利
家
本
�
の
成
立
」（『
幸
若
舞
・
歌
舞
伎
・

村
芝
居
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
１６
）
黒
木
祥
子
「
舞
曲
�
常
盤
問
答
�
に
つ
い
て
」（「
語
文
」
三
十
五
号
、

一
九
七
九
年
四
月
）、
阿
部
泰
郎
「
女
人
禁
制
と
推
参
」（『
湯
屋
の
皇
后
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）。

（
１７
）
徳
田
和
夫
「
お
伽
草
子
『
玉
虫
』
の
変
奏
―
新
出
伝
本
の
紹
介
と
翻
刻

を
兼
ね
て
」（『
説
話
論
集
』
八
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）、
深
谷

大
「
常
盤
問
答
」（『
岩
佐
又
兵
衛
絵
巻
群
と
古
浄
瑠
璃
』
ぺ
り
か
ん
社
、
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二
〇
一
一
年
）、
大
谷
津
早
苗
「
宮
崎
県
山
間
部
に
伝
わ
る
�
常
盤
問

答
�：

２
本
の
新
出
資
料
」（「
学
苑
」
九
〇
五
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
１８
）
小
林
健
二
「
序
論

能
と
幸
若
舞
曲
―
方
法
論
へ
の
視
座
―
」（『
中
世

劇
文
学
の
研
究
―
能
と
幸
若
舞
曲
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
大

谷
節
子
「
教
養
と
恩
愛
―
物
狂
能
遡
源
」（『
世
阿
弥
の
中
世
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
１９
）
牧
野
和
夫
「『
目
連
の
草
子
』
と
『
目
連
尊
者
往
因
』」（『
日
本
中
世
の

説
話
・
書
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
所
収
さ

れ
る
『
目
連
尊
者
往
因
』（
永
禄
頃
写
）
に
も
当
該
部
分
を
確
認
で
き
る
。

（
２０
）
阿
部
泰
郎
「
因
縁
抄

解
説
」（『
因
縁
抄
』
古
典
文
庫
、
一
九
八
八

年
）。

（
２１
）
永
井
政
之
「�
一
子
出
家
、
九
族
生
天
�
私
考
」（「
宗
学
研
究
紀
要
」

十
五
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
注
５
箕
浦
ｃ
論
文
参
照
。

（
２２
）
注
５
箕
浦
Ｃ
論
文
に
も
指
摘
が
あ
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

（
２３
）
注
５
箕
浦
ａ
論
文
に
拠
る
。

（
２４
）
架
蔵
『
と
き
は
御
前
く
ら
ま
や
ぶ
り
』（
明
治
十
五
年
〈
一
八
八
二
〉

写
）
写
本
一
冊
。
三
十
八
丁
。

（
２５
）
岩
本

裕
『
目
連
伝
説
と
盂
蘭
盆
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
八
年
）、
石
破

洋
『
地
獄
絵
と
文
学
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
二
年
）、
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
）

等
参
照
。

（
２６
）
拙
稿
「
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
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
一
一
六

号
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
に
お
い
て
提
唱
し
た
。
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

写
の
佐
藤
鉄
太
郎
氏
所
蔵
本
（
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
）
で
は
「
一
子
出

家
」
の
言
説
が
二
度
に
わ
た
っ
て
叙
述
さ
れ
る
。

（
２７
）
注
２６
拙
稿
参
照
。

（
２８
）
小
林
健
二
「『
直
談
因
縁
集
』
所
収
説
話
と
説
経
」（
神
戸
女
子
大
学
古

典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
説
経

人
は
神
仏
に
何
を
託
そ
う
と
す
る
の

か
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
七
年
）、
注
１８
小
林
論
文
、
大
谷
論
文
も
参
照
。

（
２９
）
本
文
の
引
用
は
、
注
５
尾
崎
論
文
の
翻
刻
に
拠
る
。
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
。

（
３０
）
注
５
尾
崎
論
文
及
び
、
箕
浦
ｃ
論
文
参
照
。

（
３１
）
斉
藤
研
一
「
賽
の
河
原
の
誕
生
」（『
子
ど
も
の
中
世
史
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
３２
）
竹
田
賢
正
「
板
碑
偈
文
�
阿
字
十
方
�
の
伝
承
系
譜
に
つ
い
て
―
民
衆

念
仏
研
究
の
一
視
点
と
し
て
」（『
中
世
出
羽
国
に
お
け
る
時
宗
と
念
仏
信

仰
』
光
明
山
遍
照
寺
、
一
九
九
六
年
）。

（
３３
）
地
獄
の
曲
舞
に
つ
い
て
は
、
松
岡
心
平
「�
地
獄
の
曲
舞
典
拠
�
考

貞
慶
消
息
・
曾
我
物
語
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
」（「
観
世
」
四
十
七
巻
四

号
、
一
九
八
〇
年
）、
伊
藤
正
義
「
百
万
―
地
獄
節
曲
舞
、
哀
傷
の
声
懸

―
」（『
謡
曲
雑
記
』
和
泉
書
院
、一
九
八
九
年
）、黒
田
彰
「
歌
占
考
」『
中

世
説
話
の
文
学
史
的
環
境

続
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
３４
）
注
３３
黒
田
論
文
参
照
。

（
３５
）
注
２
拙
稿
参
照
。

（
３６
）
森
章
司
編
『
仏
教
比
喩
例
話
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
七
年
）

の
「
智
」
の
項
目
に
拠
る
。

（
３７
）
鈴
木
正
三
の
『
反
故
集
』
の
言
説
と
地
獄
破
り
譚
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
注
２
拙
稿
で
論
じ
た
が
、
今
後
善
光
寺
本
を
含
め
て
あ
ら
た
め
て
検

討
し
な
お
す
こ
と
で
、
よ
り
総
合
的
な
視
座
を
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。
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【
付
記
】

本
論
文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｃ
課
題
番
号17K

02406

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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