
姦
通
浄
瑠
璃
　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
に
つ
い
て

悲
劇
性
の
深
化
が
図
ら
れ
た
近
松
の
作
劇
技
巧

岡
　
田
　
守
　
正

は
じ
め
に

　
近
松
門
左
衛
門
の
い
わ
ゆ
る
「
三
大
姦
通
曲
」
と
し
て
知
ら
れ
る
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
七
月
十
七
日
の
夜
、

大
坂
高
麗
橋
上
で
起
き
た
凄
惨
な
妻
敵
討
事
件
を
も
と
に
脚
色
さ
れ
た
出
色
の
世
話
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
実
説
に
つ
い
て
は
、
『
恕
鵡
籠
中
記
』
『
月

堂
見
聞
集
』
『
摂
陽
落
穂
集
』
に
、
二
人
が
駆
け
落
ち
し
斬
殺
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
が
か
な
り
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
事

件
は
余
程
世
間
の
耳
目
を
集
め
た
も
の
ら
し
く
、
盆
興
行
を
当
て
込
ん
だ
歌
舞
伎
や
操
人
形
芝
居
の
各
座
が
競
っ
て
舞
台
に
か
け
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
浮
世
草
子
で
は
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
『
雲
州
松
江
の
櫨
』
『
乱
脛
三
本
鑓
』
が
、
同
事
件
を
題
材
に
し
て
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

　
諏
訪
春
雄
氏
は
「
近
松
の
悲
劇
－
近
世
悲
劇
の
完
成
」
（
『
近
世
戯
曲
史
序
説
』
［
白
水
社
・
昭
和
六
十
一
年
］
所
収
）
の
中
で
、
本
曲
の
全

貌
に
つ
い
て
、
「
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
上
演
の
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
も
、
『
堀
川
波
鼓
』
と
同
様
に
妻
敵
討
ち
を
し
く
ん
だ
姦
通
物
で
あ

る
。
雲
州
松
江
、
松
平
出
羽
守
の
家
中
、
小
姓
役
の
池
田
文
治
が
、
同
家
中
の
茶
道
役
正
井
宗
味
の
妻
と
密
通
し
て
松
江
を
駆
け
落
ち
し
、
享

保
二
年
の
七
月
十
七
日
に
大
坂
高
麗
橋
で
討
ち
果
さ
れ
た
事
件
を
、
伝
説
の
鑓
の
名
手
鑓
の
権
三
の
名
を
借
り
て
劇
化
し
た
作
で
あ
っ
た
。
近

時
異
説
も
出
て
い
る
が
、
近
松
は
、
は
じ
め
『
好
色
橋
弁
慶
』
と
い
う
外
題
を
こ
の
作
に
つ
け
、
「
好
色
」
と
い
う
名
が
取
締
り
当
局
の
忌
避
す
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る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
現
在
の
名
に
改
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
実
説
に
よ
れ
ば
明
白
に
不
義
密
通
で
あ
っ
た
も
の
を
、
不
運
に
も
濡
衣
を
被
せ
ら

れ
た
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
男
女
主
人
公
に
注
ぐ
作
者
の
独
自
の
眼
が
働
い
て
い
る
。
死
ぬ
た
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
殺
さ
れ
る
た
め

に
逃
げ
の
び
る
と
い
う
こ
と
は
形
式
論
理
と
し
て
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
作
で
、
そ
う
し
た
矛
盾
に
追
い
こ
ま
れ
た
男
女
を
描

き
、
す
ぐ
れ
た
悲
劇
作
品
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
実
説
や
巷
説
を
も
と
に
し
て
斬
新
な
構
想
を
打
ち
出
し
た
浄
瑠
璃
作
者

近
松
の
技
禰
に
、
称
讃
の
言
葉
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
松
は
こ
の
事
件
を
戯
曲
化
す
る
に
あ
た
り
、
自
分
の
構
想
を
意
の
ま
ま
に
巡
ら
し
、
独
自
の
表
現
技
法
と
新
趣
向
と
で
見
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

え
の
あ
る
姦
通
劇
を
創
作
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
近
松
と
し
て
は
、
当
時
の
流
行
歌
「
鑓
権
三
男
踊
」
（
『
落
葉
集
』
所
収
）
に
謡

わ
れ
る
伊
達
男
・
鑓
の
権
三
な
る
人
物
を
悲
劇
の
担
い
手
と
し
て
劇
中
に
取
り
込
み
、
妻
敵
討
の
舞
台
を
実
説
に
あ
る
大
坂
高
麗
橋
か
ら
伏
見

京
橋
へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
、
結
末
が
明
ら
か
で
ど
う
進
展
し
よ
う
も
な
い
姦
通
劇
の
単
調
さ
を
補
い
、
従
来
の
劇
作
法
と
は
異
な
る
、
新
趣

向
に
基
づ
く
作
劇
を
企
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
妻
敵
討
と
い
う
陰
惨
な
事
件
の
経
緯
顛
末
を
可
能
な
限
り
美
し
く
描
こ
う
と
、

特
異
な
人
物
形
象
や
舞
台
の
改
変
に
求
め
た
近
松
の
意
図
は
、
究
極
の
社
会
悲
劇
を
戯
曲
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
新
趣
向
の
検
証
、
本
曲
と
事
実
記
録
と
の
関
わ
り
、
同
題
材
を
扱
っ
た
小
説
と
戯
曲
と
の
表
現
の
本
質
的
相
違
な
ど
を
通
し
て
、

悲
劇
性
の
深
化
が
図
ら
れ
た
近
松
の
作
劇
技
巧
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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因
に
、
坪
内
遣
遙
氏
は
『
槍
権
三
重
帷
子
』
の
分
析
を
試
み
た
「
近
松
研
究
会
」
の
場
で
、
手
腕
を
発
揮
し
た
近
松
の
筆
法
を
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。
改
め
て
、
氏
の
論
評
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
（
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
1
0
『
近
松
』
［
三
省
堂
・
昭
和
四
十
四
年
］
所
収
）

　
　
此
作
に
不
自
然
の
嫌
ひ
あ
る
は
否
み
が
た
し
、
按
ふ
に
、
年
齢
の
一
周
り
も
ち
が
ふ
男
女
の
密
通
と
い
ふ
事
は
誰
が
目
に
も
著
く
見
ら
る

　
　
る
不
自
然
に
て
、
作
者
の
側
よ
り
い
へ
ば
面
白
き
解
鐸
も
新
奇
な
る
趣
向
も
こ
こ
に
挿
み
た
き
念
を
生
ず
べ
し
、
作
者
が
享
保
二
年
に
起

　
　
り
し
評
判
の
妻
敵
討
を
聞
き
て
作
意
を
起
こ
し
た
る
は
自
然
な
り
、
尋
常
の
作
者
な
ら
ば
ロ
ハ
の
密
通
に
作
り
倣
す
べ
き
を
、
我
が
子
に
溺



愛
せ
る
除
り
、
不
思
議
な
る
嫉
妬
を
起
し
そ
れ
が
間
違
ひ
の
種
と
な
つ
て
圃
ら
ず
も
不
義
者
に
な
り
下
り
、
本
夫
を
思
ふ
切
情
よ
り
其
の

濡
衣
を
も
い
ひ
わ
け
せ
ず
、
從
容
死
に
就
く
と
作
り
倣
し
た
る
（
出
來
榮
の
可
否
は
さ
て
置
き
）
兎
も
角
も
腕
前
な
り
、
外
に
顯
れ
た
る

行
爲
よ
り
も
内
に
幡
れ
る
情
合
に
、
深
く
立
ち
入
り
て
同
感
す
る
此
作
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
出
來
ぬ
事
な
り
、

『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
特
徴
的
な
新
趣
向
と
そ
の
構
想

　
作
者
近
松
が
史
実
や
先
行
作
を
踏
ま
え
て
筆
を
執
っ
た
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
に
は
、
演
劇
的
要
素
に
富
ん
だ
、
様
々
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ

て
い
る
。
中
で
も
、
姦
通
の
悲
劇
と
い
う
筋
立
て
の
扱
い
に
く
さ
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、
人
の
心
に
強
く
迫
る
「
感
覚
的
な

美
」
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
廣
末
保
氏
は
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
に
つ
い
て
1
姦
通
悲
劇
の
方
法
」
（
『
元
緑
文
學
研
究
［
増
補
版
］
』

［
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
四
十
年
］
所
収
）
の
中
で
、
近
松
の
周
到
な
構
想
力
と
作
劇
技
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
戯
曲
の
テ
ー
マ
の
た
て
方
に
も
と
も
と
無
理
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
が
完
全
に
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は
難
か
し
い
だ
ろ
う
。

　
　
だ
か
ら
人
形
浄
る
り
の
機
能
の
う
ち
特
に
感
畳
面
の
美
し
さ
を
働
か
せ
る
こ
と
で
補
う
と
い
う
面
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
逆
に
い

　
　
え
ば
、
彼
は
彼
の
生
か
し
う
る
全
て
の
藝
術
的
方
法
を
働
か
せ
る
こ
と
で
姦
通
事
件
を
意
識
せ
ざ
る
惨
劇
へ
の
韓
落
か
ら
救
お
う
と
し
た

　
　
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
豊
か
な
藝
術
的
空
想
力
を
働
か
せ
え
た
と
い
う
こ
と
も
重
硯
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一105一

　
そ
れ
で
は
近
松
が
、
当
代
観
客
層
の
美
的
情
感
に
訴
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
仕
組
ん
だ
と
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
新
趣
向
「
伝
説
の
鑓
の
名
手
、

鑓
の
権
三
の
起
用
」
と
「
妻
敵
討
の
場
の
舞
台
変
更
」
と
が
、
ど
の
よ
う
な
構
想
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

【
鑓
の
権
三
起
用
の
趣
向
】

　
従
来
、
鑓
の
権
三
を
取
り
込
ん
だ
作
者
の
真
の
狙
い
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
種
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、



諸
説
あ
る
中
の
異
論
を
紹
介
す
る
事
に
よ
り
、
作
者
の
意
図
を
探
り
出
し
、
間
男
権
三
が
本
曲
で
果
し
て
い
る
重
要
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
き
た
い
と
思
う
。
先
ず
松
平
進
氏
は
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論
」
に
お
い
て
、
「
権
三
と
い
う
人
物
は
広
く
観
客
全
体
か
ら
惚
れ
こ
ま
れ
る

人
物
、
劇
場
に
於
い
て
そ
の
よ
う
に
了
解
済
み
の
人
物
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
評
さ
れ
、
「
権
三
は
出
て
い
る
場
の
多
い
割
に
漠
然
た
る

印
象
し
か
与
え
な
い
し
、
作
者
の
注
意
も
細
部
に
迄
十
分
払
わ
れ
て
い
な
い
人
物
の
様
で
あ
る
。
」
と
の
指
摘
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
宗
政
五
十
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

氏
は
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
作
劇
法
」
で
、
鑓
の
権
三
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
、
「
こ
の
作
品
に
は
、
実
説
の
池
田
文
次
を
伊
達
男
、

鑓
の
権
三
と
虚
構
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
ど
こ
に
も
存
し
な
い
。
主
人
公
の
権
三
は
「
鑓
の
」
と
称
さ
れ
な
が
ら
、
道
行
の
中
に
そ
の
よ

う
な
人
形
の
「
振
り
」
を
す
る
箇
所
は
あ
る
が
、
作
品
中
に
は
た
だ
の
一
回
も
鑓
を
使
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
筋

の
上
か
ら
の
必
然
性
と
し
て
、
鑓
の
権
三
と
い
う
主
人
公
の
名
が
作
者
に
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
説
の
池
田

文
次
に
あ
て
る
に
、
元
禄
年
中
、
大
坂
に
実
在
し
た
男
伊
達
・
遊
侠
の
徒
、
鑓
の
権
蔵
を
も
っ
て
し
、
人
妻
と
の
密
通
の
主
人
公
と
す
る
の
は
、

全
く
荒
唐
無
稽
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
の
荒
唐
無
稽
そ
の
も
の
が
近
世
演
劇
た
る
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
通
有
の
作
劇
法
な
の
で
あ

る
。
」
と
、
近
松
が
権
蔵
を
主
人
公
の
名
に
用
い
た
所
以
を
跡
付
け
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
評
の
人
物
起
用
に
つ
い
て
、
廣
末
保
氏
は
「
『
鑓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

の
権
三
重
帷
子
』
の
方
法
」
の
中
で
、
「
俗
謡
で
名
高
い
美
男
の
笹
の
権
三
を
姦
通
曲
の
な
か
に
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
に
も
、
近
松
の
意
圖
が
窺
わ

れ
る
。
一
方
で
、
姦
通
を
夫
へ
の
義
理
か
ら
決
意
さ
せ
、
あ
く
ま
で
道
徳
的
に
扱
い
乍
ら
、
そ
の
裏
に
、
姦
通
の
も
つ
懸
愛
感
情
を
ひ
そ
か
に

托
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
二
重
う
つ
し
が
そ
こ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
同
時
に
絶
え
ず
附
き
纏
つ
て
く
る
こ
の
姦
通
曲
の
み
じ
め
さ

を
、
感
畳
的
に
洗
つ
て
ゆ
く
た
め
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
氣
が
す
る
。
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
又
、
大
笹
吉
雄
氏
は
「
女
敵
討
考
　
新
釈
『
鑓

　
　
　
　
　
　
　
　

の
権
三
重
帷
子
』
」
で
、
「
当
時
行
き
わ
た
っ
て
い
た
鑓
の
権
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
近
松
は
利
用
し
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
近
松
の
積
極
的
な
意

図
だ
っ
た
ろ
う
。
」
と
推
断
さ
れ
、
「
そ
の
意
図
に
は
、
想
定
さ
れ
る
少
な
く
と
も
三
つ
の
効
果
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
歌
謡
の
権
三
と
同
名

人
物
の
姦
通
事
件
は
、
民
衆
的
な
権
三
に
対
す
る
好
感
を
し
て
、
姦
通
一
般
に
ま
つ
わ
り
が
ち
な
い
ま
わ
し
さ
を
や
わ
ら
げ
る
方
向
に
は
た
ら

く
こ
と
、
そ
の
二
は
、
権
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
籍
り
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
お
さ
ゐ
権
三
に
対
す
る
観
客
の
同
情
が
呼
び
や
す
く
な
る
こ
と
、
そ
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の
三
は
、
そ
う
い
う
権
三
が
女
敵
討
に
あ
う
こ
と
か
ら
起
こ
る
観
客
の
中
の
悲
痛
感
だ
。
」
と
、
実
に
明
快
な
結
論
を
下
さ
れ
て
い
る
。
と
も
か

く
、
こ
の
趣
向
に
よ
り
、
お
さ
ゐ
の
深
層
意
識
を
無
理
な
く
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
ば
か
り
か
、
茶
の
湯
の
相
弟
子
同
士
の
抜
け
駆
け
、
侍

の
一
分
の
為
に
命
を
捨
て
る
武
士
気
質
な
ど
が
、
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

【
妻
敵
討
の
場
の
舞
台
変
更
の
趣
向
】

　
近
松
は
事
件
の
あ
っ
た
場
所
を
大
坂
の
高
麗
橋
か
ら
伏
見
の
京
橋
へ
と
移
し
、
盆
踊
り
の
夜
の
妻
敵
討
と
い
う
美
感
と
哀
愁
の
漂
う
情
景
で
、

下
巻
最
大
の
見
せ
場
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
も
妻
敵
討
の
場
は
、
改
変
の
妙
を
発
揮
し
た
作
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
結
末

を
単
な
る
悲
劇
で
終
ら
せ
な
い
、
近
松
の
思
い
描
く
美
の
極
致
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
松
は
な
ぜ
妻
敵
討
の

場
を
伏
見
の
京
橋
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
下
巻
の
乗
合
船
の
場
に
、
「
権
三
、
お
さ
ゐ
は
。
三
日
と
も
。
同
じ
所
に
足
止
め
て
。
ゐ
る
に
ゐ
ら
れ
ぬ
梓
弓
、
伏
見
に
し
ば
し
す
み
染
の
、

秋
の
桜
か
入
相
も
、
明
日
を
ば
知
ら
ず
一
日
の
命
。
命
と
聞
き
捨
て
て
。
難
波
の
方
に
思
ひ
立
ち
。
人
目
を
忍
ぶ
乗
合
に
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

参
勤
交
代
で
江
戸
詰
の
市
之
進
に
妻
敵
討
を
さ
せ
る
そ
の
日
ま
で
身
を
隠
そ
う
と
、
二
人
が
あ
て
も
な
く
逃
げ
の
び
た
先
は
京
の
伏
見
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

た
。
二
人
が
暫
し
の
間
身
を
潜
め
た
墨
染
の
里
に
は
、
墨
染
桜
が
多
く
咲
き
乱
れ
、
そ
の
北
方
に
は
、
本
殿
に
舎
人
親
王
．
早
良
親
王
．
伊
豫

親
王
を
祭
る
藤
杜
の
肚
が
、
そ
の
南
方
に
は
、
慶
長
の
頃
秀
吉
公
も
御
成
あ
り
し
所
と
伝
え
る
墨
染
寺
、
ま
た
、
「
深
草
少
將
の
塚
」
「
小
野
小

町
の
塚
」
「
道
元
輝
師
の
石
像
」
の
あ
る
欣
浄
寺
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
地
特
有
の
情
調
を
醸
し
出
す
趣
深
い
土
地
柄
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
近
松
が
本
曲
に
仕
組
ん
だ
、
妻
敵
討
の
場
の
舞
台
変
更
の
趣
向
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
最
大
の
要
因
、
伏
見
京
橋

と
大
坂
高
麗
橋
と
の
情
景
の
相
異
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
先
ず
、
伏
見
京
橋
に
つ
い
て
は
、
暁
晴
翁
著
『
淀
川
両
岸
一
覧
　
宇
治
川

両
岸
一
覧
』
（
柳
原
書
店
・
昭
和
五
十
三
年
）
に
、
当
時
の
周
辺
事
情
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
吟
味
し
て
み
た
い
。

【
伏
見
京
橋
】
伏
見
の
南
方
に
あ
り
。
北
詰
を
京
橋
町
と
い
ひ
、
南
詰
を
表
町
と
い
ふ
。
橋
行
二
十
二
間
（
四
三
．
三
メ
ー
ト
ル
）
。
北
詰
に
御
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や
ぐ
ら

　
　
高
札
場
あ
り
。
北
東
の
角
に
、
城
塁
の
如
き
喉
楼
あ
り
。
古
城
の
遺
風
な
る
べ
し
。
当
橋
の
辺
り
は
、
浪
華
よ
り
京
師
に
上
り
下
り
の
通

　
　
船
、
舟
石
、
今
井
船
、
或
は
伝
道
の
荷
船
等
の
船
岸
に
し
て
、
夜
と
な
く
昼
と
な
く
出
入
の
船
々
間
断
な
く
、
且
、
都
に
通
ふ
高
瀬
船
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぞ
っ
　
　
か
ま
ぴ
す

　
　
宇
治
河
下
る
柴
舟
、
か
ず
か
ず
拳
て
篇
し
く
、
川
辺
の
宿
屋
に
は
旅
客
を
止
て
、
下
船
を
す
す
め
、
船
上
に
支
度
を
な
さ
し
む
。
其
賑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
か
　
　
か
な
へ

　
　
ひ
言
ん
か
た
な
し
。
殊
更
諸
侯
の
御
着
に
は
、
往
来
街
に
充
満
し
て
、
宛
も
鼎
の
に
ゆ
る
が
如
し
。

　
尚
、
お
さ
ゐ
と
権
三
が
大
坂
へ
行
こ
う
と
思
い
立
ち
乗
り
込
ん
だ
船
は
、
京
の
伏
見
と
大
坂
の
八
軒
屋
間
四
十
数
キ
ロ
の
淀
川
を
朝
と
晩
の

二
回
上
り
下
り
し
て
荷
物
及
び
旅
客
を
輸
送
す
る
三
十
石
積
の
乗
合
船
（
三
十
石
船
）
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
公
と
民
を
結
ぶ
江
戸
時
代
の
公
儀
橋
（
俗
称
天
下
橋
）
の
一
つ
大
坂
高
麗
橋
に
つ
い
て
は
、
森
修
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
1
0
　
大

阪
の
巻
』
（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
五
年
）
に
、
そ
の
全
体
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
瞥
見
し
て
み
た
い
。

【
大
坂
高
麗
橋
】
当
橋
詰
の
左
右
に
城
郭
に
ひ
と
し
き
矢
倉
あ
り
。
号
け
て
矢
倉
屋
敷
と
い
ふ
。
お
ほ
よ
そ
大
坂
よ
り
し
て
諸
方
に
至
る
行
程

　
　
の
里
数
を
こ
の
橋
よ
り
し
て
定
む
る
を
例
と
す
。
こ
の
川
を
東
堀
と
号
し
、
こ
れ
よ
り
東
を
上
町
と
い
ふ
。
西
を
船
場
と
称
す
。
当
橋
の

　
　
上
な
る
を
今
橋
と
号
す
。
こ
の
橋
条
の
船
場
の
方
を
俗
に
内
町
と
号
し
、
名
に
聞
こ
え
た
る
富
家
・
豪
家
軒
を
列
ぬ
。
ま
た
、
こ
の
辺
よ

　
　
り
北
を
北
浜
と
い
ふ
。
こ
こ
に
金
相
場
と
て
日
毎
に
市
中
の
両
替
屋
あ
つ
ま
り
、
金
の
売
買
を
な
し
、
相
庭
を
立
て
て
金
の
価
を
定
む
。

　
　
こ
れ
は
堂
島
に
お
い
て
米
の
価
を
定
む
る
と
は
異
に
し
て
、
ま
た
浪
花
の
一
奇
と
い
ふ
べ
し
。
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と
こ
ろ
で
、
廣
末
保
氏
が
前
掲
「
『
鑓
の
種
三
重
帷
子
』
の
方
法
」
の
中
で
、
「
討
つ
方
か
ら
い
つ
て
も
、
ま
し
て
、
何
一
つ
自
分
の
人
間
的

欲
求
に
根
ざ
さ
な
い
姦
通
ゆ
え
に
、
討
た
る
べ
き
権
三
・
お
さ
ゐ
の
方
か
ら
い
つ
て
も
悲
惨
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
の
女
敵
打
と
い
う
蹄

結
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
逆
に
精
一
杯
美
し
く
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
観
客
に
深
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
る
、
人
形

浄
瑠
璃
の
長
所
を
生
か
し
た
妻
敵
討
の
場
を
構
築
す
る
に
は
、
景
色
に
格
別
の
新
味
も
認
め
ら
れ
ず
、
近
松
の
理
想
と
す
る
美
的
感
動
の
趣
向

に
新
し
い
展
開
が
見
出
せ
な
い
地
と
で
も
言
え
る
、
印
象
の
薄
い
大
坂
高
麗
橋
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
趣
を
異
に
し
、
情
景
も
遥
か
に
風
光
明
媚



な
伏
見
京
橋
の
方
が
、
自
由
な
構
想
を
巡
ら
し
易
い
こ
と
に
近
松
は
気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、

に
至
る
過
程
に
お
い
て
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

作
者
の
意
図
は
、
二
人
の
最
期

二
　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
詞
章
と
事
実
記
録
と
の
関
わ
り

　
近
世
で
は
刑
罰
権
は
領
主
が
独
占
し
、
私
人
が
実
力
で
相
手
に
反
撃
す
る
こ
と
は
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
幕
府
が
認
め
、
幕

府
法
上
の
制
度
と
し
て
、
武
士
社
会
の
慣
習
法
の
見
地
か
ら
容
認
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
私
的
刑
罰
権
」
に
つ
い
て
は
、
近
世
法
の
研
究

で
知
ら
れ
る
平
松
義
郎
氏
が
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
（
平
凡
社
・
昭
和
六
十
三
年
）
に
お
い
て
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
る
。

　
　
相
手
の
切
害
ま
で
も
幕
府
法
上
是
認
さ
れ
る
自
力
救
済
は
、
無
礼
討
（
切
捨
御
免
）
、
敵
討
、
夫
の
姦
夫
姦
婦
成
敗
な
い
し
妻
敵
討
の
三
種

　
　
だ
け
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
定
の
条
件
の
も
と
に
敵
討
を
許
し
た
幕
府
の
法
規
制
の
主
な
点
は
、
親
・
兄
等
目
上
の
親
族
か

　
　
主
人
の
敵
し
か
討
て
な
い
こ
と
、
主
君
に
敵
討
免
許
を
願
い
、
主
君
か
ら
幕
府
の
三
奉
行
所
に
敵
討
許
可
の
旨
を
届
け
、
町
奉
行
所
の
帳

　
　
簿
に
登
載
さ
れ
、
そ
の
写
し
を
携
行
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
尚
、
密
通
し
た
妻
（
妾
も
同
じ
）
と
男
を
、
夫
が
そ
の
場
で
切
殺
し

　
　
て
も
罪
と
な
ら
な
い
。
逃
亡
し
た
男
、
も
し
く
は
男
と
妻
を
夫
が
尋
ね
て
切
殺
す
の
が
妻
敵
討
で
、
そ
の
手
続
は
敵
討
に
準
ず
る
。
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さ
て
、
近
松
門
左
衛
門
が
仕
組
み
、
享
保
二
年
八
月
二
十
二
日
よ
り
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
実
説
に
つ
い
て
は
、

朝
日
定
右
衛
門
重
章
の
日
記
『
鶉
鵡
籠
中
記
』
、
・
『
月
堂
見
聞
集
』
享
保
二
年
の
条
、
『
摂
陽
落
穂
集
』
高
麗
橋
女
敵
討
之
事
に
、
当
時
の
妻
敵
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

現
場
の
記
録
が
克
明
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
摂
陽
落
穂
集
』
の
記
録
に
は
、
「
享
保
或
つ
の
と
し
七
月
廿
一
日
」
の
序
文
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

つ
浮
世
草
子
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
と
享
保
三
年
正
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
乱
脛
三
本
鑓
』
の
本
文
（
小
説
の
最
後
に
記
さ
れ
る
事
件
当
日
の
密
男
と

女
の
服
装
・
疵
所
）
と
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
最
も
早
く
出
版
さ
れ
た
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
の
本
文
を
、
『
乱
脛



三
本
鑓
』
の
作
者
と
『
摂
陽
落
穂
集
』
が
事
実
記
録
と
し
て
転
載
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
か
ら
行
な
う
検
証
の
対
象
か
ら
除
外
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
重
要
な
見
せ
場
と
も
い
え
る
下
巻
の
妻
敵
討
当
日
（
享
保
二
酉
年
七
月
中
旬
）
の
詞
章
と
事

実
記
録
『
鶉
鵡
籠
中
記
』
『
月
堂
見
聞
集
』
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
巷
間
周
知
の
事
件
で
あ
る
だ
け
に
、
本
曲
は
事
件
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
え
た

絶
妙
な
筆
致
で
劇
の
展
開
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
よ
り
、
本
曲
の
根
底
を
な
す
、
近
松
が
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
脚
本
に
取
り
入

れ
た
「
妻
敵
討
ち
」
の
場
の
詞
章
は
、
ど
ち
ら
の
記
録
に
関
わ
り
が
深
い
か
を
検
証
し
て
み
た
い
と
思
う
。
先
ず
、
『
鶉
鵡
籠
中
記
』
と
『
月
堂

見
聞
集
』
に
共
通
す
る
妻
敵
討
現
場
の
記
録
を
抜
粋
し
て
次
に
掲
げ
る
。

【『

{
鵡
籠
中
記
ヒ
（
『
名
古
屋
叢
書
続
編
　
第
十
二
巻
　
鴉
鵡
籠
中
記
四
』
［
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
・
昭
和
四
十
四
年
］
所
収
）

　
　
七
月
十
七
日
　
今
酉
半
刻
、
大
坂
高
麗
橋
上
に
て
女
敵
打
有
。
幸
右
工
門
儀
伜
弥
一
郎
を
宗
味
に
指
添
遣
し
、
万
一
宗
味
に
あ
ひ
候
は
ば

　
　
可
働
と
云
。
七
月
十
三
日
に
宗
味
大
坂
へ
罷
越
、
御
番
所
へ
願
申
、
十
七
日
に
文
治
、
妻
と
と
も
に
出
候
を
、
高
麗
橋
に
て
見
付
。
或

云
④
芝
居
帰
り
と
云
々
。
⑧
宗
味
ケ
サ
に
切
付
、
文
治
は
脇
指
斗
也
し
が
、
抜
て
振
上
げ
候
処
を
、
二
の
刀
に
て
腕
を
切
落
し
、
朴
れ
候
処

を
た
た
み
か
け
三
刀
切
付
申
候
。
其
間
に
女
逃
候
を
、
一
丁
斗
追
懸
候
へ
ど
も
行
方
を
失
ひ
申
に
付
、
立
帰
り
文
治
が
留
を
刺
し
候
処

　
へ
、
◎
女
立
帰
候
を
一
太
刀
に
て
切
朴
し
、
又
々
二
刀
切
る
。
即
死
。
⑪
と
ど
め
を
刺
候
時
、
文
治
か
脇
指
を
ふ
み
付
申
候
故
、
宗
味
足
を

　
少
あ
や
ま
つ
。
此
時
、
弥
一
郎
は
旅
宿
に
居
す
。
宗
味
と
別
宿
な
り
。
宗
味
敵
を
打
て
が
つ
く
り
と
大
に
よ
は
り
気
落
す
。
妻
は
弥
一
郎

　
と
ら
へ
宗
味
に
脇
腹
を
刺
殺
さ
せ
た
り
。

［
緯
済
］
○
大
坂
の
者
の
云
。
宗
味
働
不
宜
。
弥
一
郎
能
働
け
り
。
弥
一
郎
旅
宿
に
敵
打
の
時
居
る
と
云
は
非
な
り
。

【『

雌
ｰ
見
聞
集
ヒ
（
『
続
日
本
随
筆
大
成
《
別
巻
》
近
世
風
俗
見
聞
集
3
』
［
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
五
十
七
年
］
所
収
）

　
七
月
十
七
日
夜
五
ツ
時
分
、
大
坂
高
麗
橋
に
て
妻
敵
打
在
レ
之
、
七
月
十
三
日
に
宗
味
大
坂
御
奉
行
所
へ
相
断
、
同
十
七
日
討
レ
之
、
小

　
林
④
弥
市
郎
義
両
人
の
非
道
を
怒
り
、
宗
味
を
す
す
め
て
大
坂
へ
同
道
仕
、
文
次
旅
宿
を
尋
出
し
、
両
人
を
そ
び
き
欺
き
、
方
人
顔
し
て
宗

味
ら
ね
ら
ふ
由
を
申
、
今
夜
の
中
に
大
坂
を
ひ
ら
き
、
京
都
へ
も
か
く
れ
可
レ
申
か
と
諌
む
、
両
人
実
と
心
得
、
高
麗
橋
迄
出
る
処
を
宗
味
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待
か
け
討
レ
之
、
⑧
文
次
が
衣
類
は
越
後
ち
ぢ
み
の
帷
子
染
紋
有
、
紫
縮
緬
の
帯
、
疵
は
大
小
十
ニ
ケ
所
、
◎
と
よ
衣
類
は
き
ぬ
ち
ぢ
み
帷

子
、
墨
絵
萩
の
も
や
う
、
上
帯
墨
じ
ゆ
す
、
下
帯
白
ち
り
め
ん
、
疵
一
ケ
所
け
さ
ぎ
り
、
◎
宗
味
は
足
に
一
ケ
所
疵
有
、
是
は
文
次
が
と
ど

め
を
さ
し
候
時
に
、
下
よ
り
な
ぐ
り
候
疵
之
由
、
弥
市
郎
義
は
兼
て
助
太
刀
不
レ
叶
故
に
、
両
人
相
果
候
を
見
て
直
に
国
元
へ
帰
り
候
、

　
既
述
の
如
く
、
近
松
は
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
妻
敵
討
の
舞
台
を
大
坂
高
麗
橋
か
ら
伏
見
京
橋
へ
と
移
し
て
い
る
。
傍
線
部
④
の
二
人
の

発
見
場
所
に
つ
い
て
は
、
「
芝
居
帰
り
」
（
『
恕
鵡
籠
中
記
』
）
、
「
弥
市
郎
義
、
文
次
旅
宿
を
尋
出
し
、
両
人
を
そ
び
き
欺
き
、
方
人
顔
し
て
宗
味

ら
ね
ら
ふ
由
を
申
、
今
夜
の
中
に
大
坂
を
ひ
ら
き
、
京
都
へ
も
か
く
れ
可
レ
申
か
と
諌
む
」
（
『
月
堂
見
聞
集
』
）
を
、
「
難
波
の
方
へ
行
こ
う
と
思

い
立
ち
人
目
を
忍
ん
で
乗
合
船
に
乗
り
込
ん
だ
二
人
を
、
甚
平
が
見
付
け
出
し
市
之
進
に
知
ら
せ
る
」
と
い
う
無
理
の
な
い
手
慣
れ
た
手
法
で
、

近
松
は
劇
を
進
行
さ
せ
て
い
く
。
妻
敵
討
の
場
で
は
、
傍
線
部
⑧
の
間
男
の
疵
所
に
つ
い
て
、
「
宗
味
ケ
サ
に
切
付
、
文
治
は
脇
指
斗
也
し
が
、

抜
て
振
上
げ
候
処
を
、
二
の
刀
に
て
腕
を
切
落
し
、
朴
れ
候
処
を
た
た
み
か
け
三
刀
切
付
申
候
。
文
治
が
留
を
刺
し
候
。
」
（
『
鶉
鵡
籠
中
記
』
）
、

「
文
次
が
疵
は
大
小
十
ニ
ケ
所
」
（
『
月
堂
見
聞
集
』
）
を
、
「
市
之
進
が
権
三
の
差
し
上
げ
た
左
の
腕
を
す
早
く
斬
り
落
す
と
、
「
武
士
の
役
目
と

し
て
決
り
ば
か
り
の
お
相
手
を
」
と
、
権
三
は
刀
を
抜
き
合
せ
て
刃
向
か
っ
た
。
次
い
で
、
右
の
肩
先
か
ら
胸
板
を
斜
め
に
、
更
に
、
五
太
刀

斬
ら
れ
た
権
三
は
仰
向
け
に
反
り
返
っ
た
が
、
武
士
と
し
て
の
死
骸
は
見
事
な
も
の
で
、
逃
げ
疵
は
一
つ
も
な
か
っ
た
」
と
、
武
士
の
面
子
た

る
一
分
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
◎
の
女
の
疵
所
に
つ
い
て
、
「
女
立
帰
候
を
一
太
刀
に
て
切
朴
し
、
又
々
二
刀
切
る
。
即
死
。
」

（『

ｶ
鵡
籠
中
記
』
）
、
「
と
よ
が
疵
一
ケ
所
け
さ
ぎ
り
」
（
『
月
堂
見
聞
集
』
）
を
、
「
「
の
う
懐
か
し
や
」
と
駆
け
寄
る
妻
の
腰
骨
を
片
手
で
斬
り
下

げ
、
一
旦
働
芙
し
た
後
、
一
刀
の
も
と
に
止
め
を
刺
す
」
と
す
る
。
又
、
傍
線
部
◎
の
夫
の
疵
所
に
つ
い
て
、
「
女
の
と
ど
め
を
刺
候
時
、
文
治

か
脇
指
を
ふ
み
付
申
候
故
、
宗
味
足
を
少
あ
や
ま
つ
。
」
（
『
鴉
鵡
籠
中
記
』
）
、
「
宗
味
は
足
に
一
ケ
所
疵
有
、
是
は
文
次
が
と
ど
め
を
さ
し
候
時

に
、
下
よ
り
な
ぐ
り
候
疵
之
由
」
（
『
月
堂
見
聞
集
』
）
を
、
「
「
我
が
切
先
」
で
自
分
の
足
の
踵
か
ら
足
裏
に
か
け
て
す
っ
ぱ
り
と
斬
っ
た
が
、
気

付
か
な
か
っ
た
」
と
、
心
の
平
静
を
失
っ
て
い
た
夫
の
行
動
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
近
松
が
綿
密
に
作
り
上
げ
た
妻
敵
討
現
場
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の
詞
章
を
検
証
し
て
い
く
と
、
ど
ち
ら
の
記
録
に
関
わ
り
が
深
い
か
と
い
う
よ
り
も
、
両
記
録
に
記
さ
れ
る
素
材
を
取
り
入
れ
た
だ
け
で
は
劇

的
興
趣
に
乏
し
く
、
観
客
の
感
情
を
強
烈
に
揺
さ
ぶ
り
動
か
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
曲
に
は
見
せ
場
が
多
く
、
晩
年
の
近

松
が
あ
ら
ゆ
る
劇
的
技
巧
を
尽
く
し
て
制
作
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
同
題
材
を
扱
っ
た
浮
世
草
子
と
近
松
姦
通
物
の
詞
章
と
の
表
現
の
本
質
的
相
違

　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
は
、
享
保
二
年
七
月
十
七
日
に
大
坂
高
麗
橋
上
で
行
わ
れ
た
妻
敵
討
事
件
を
浄
瑠
璃
化
し
て
、
八
月
二
十
二
日
よ
り
大

坂
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
種
の
際
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浮
世
草
子
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
『
雲
州
松
江
の
櫨
』
『
乱
脛
三
本
鑓
』
の
三

篇
は
、
同
じ
題
材
を
相
前
後
し
て
物
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
に
、
野
間
光
辰
氏
は
、
近
世
小
説
の
一
種
「
浮
世
草
子
」
を
定
義
し
て
、
「
現

代
も
し
く
は
当
世
と
い
う
「
浮
世
」
の
一
般
的
意
義
に
即
し
て
、
西
鶴
と
西
鶴
以
後
の
写
実
的
風
俗
小
説
を
総
括
す
る
名
糎
」
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
さ
て
、
荒
木
繁
氏
は
「
近
松
の
い
わ
ゆ
る
仮
構
物
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
そ
の
当
時
起
っ
た
新
し
い
事
件
を
取
り
扱
っ
た
近
松
世
話
浄
瑠
璃
を

「
ニ
ュ
ー
ス
種
物
」
と
呼
び
、
「
ニ
ュ
ー
ス
種
物
に
お
い
て
は
、
ま
ず
心
中
死
な
り
女
敵
討
な
り
、
犯
罪
と
そ
れ
に
続
く
捕
縛
な
り
、
世
間
の
耳

目
を
葺
動
す
る
事
件
が
あ
っ
て
、
作
者
は
そ
の
結
末
を
動
か
ぬ
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
い
た
る
過
程
を
、
ど
う
説
得
的
に
、
お
も
し
ろ
く
感
動

的
に
脚
色
す
る
か
に
力
を
注
い
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ニ
ュ
ー
ス
種
物
は
、
ま
さ
に
結
末
か
ら
発
想
さ
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
」
と
記

し
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
よ
り
、
同
事
件
を
題
材
に
、
事
の
次
第
を
叙
述
し
た
虚
構
の
読
み
物
浮
世
草
子
と
、
舞
台
芸
術
と
し
て
の
表
白

性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
近
松
の
姦
通
浄
瑠
璃
の
詞
章
と
の
表
現
の
本
質
的
相
違
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
最
初
に
、
こ
れ
ら
の
浮
世
草
子
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
因
果
関
係
で
虚
構
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。
尚
、
享
保
三
年
正
月
に
発
表

さ
れ
た
西
沢
一
風
作
『
乱
脛
三
本
鑓
』
の
筋
は
、
『
雲
州
松
江
の
櫨
』
と
大
同
小
異
に
あ
る
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。
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先
ず
、
逸
早
く
刊
行
さ
れ
た
『
女
敵
高
麗
茶
碗
」
に
は
、
近
松
姦
通
物
の
脱
化
を
思
わ
せ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
「
雲
州
松
江
の
藩
士
増
井
宗

茂
は
、
江
戸
参
勤
の
留
守
を
総
領
女
た
め
十
二
歳
の
智
養
子
、
御
小
姓
上
が
り
の
生
田
源
次
二
十
三
歳
に
託
す
。
あ
る
日
、
横
恋
慕
が
叶
っ
た

中
居
の
さ
よ
は
、
源
次
と
の
逢
瀬
を
契
っ
た
返
事
を
宗
茂
の
妻
松
ゑ
に
拾
わ
れ
る
。
相
手
の
男
を
諭
さ
ん
と
さ
よ
の
寝
室
に
入
っ
た
松
ゑ
は
、

濡
れ
か
か
る
相
手
が
智
が
ね
の
源
次
と
分
か
り
、
事
無
く
逃
げ
帰
る
。
後
で
源
次
は
罪
を
謝
し
、
松
ゑ
も
他
言
し
ま
い
と
の
誓
紙
を
交
わ
す
が
、

二
人
の
間
に
不
義
が
あ
る
と
邪
推
し
た
さ
よ
は
、
帰
国
し
た
主
人
に
こ
の
事
を
告
げ
る
。
帰
れ
ぬ
身
と
な
っ
た
二
人
は
大
坂
へ
彷
裡
い
出
る
が
、

宗
茂
に
大
坂
高
麗
橋
の
挟
に
て
討
ち
捨
て
ら
れ
る
。
」
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
寝
所
替
え
の
手
法
は
、
夫
の
浮
気
を
戒
め
よ
う
と

し
た
事
で
思
い
が
け
な
い
過
誤
を
犯
す
に
至
っ
た
と
す
る
、
近
松
姦
通
物
『
大
経
師
昔
暦
』
と
全
く
の
同
趣
向
で
、
こ
の
出
来
事
が
悲
劇
的
局

面
へ
と
展
開
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
濡
衣
と
い
う
劇
の
構
成
自
体
非
常
に
酷
似
的
で
、
一
、
娘
の
許
婚
に
女
が
い
る
。
二
、

姦
通
の
証
拠
品
（
誓
紙
）
が
存
在
す
る
。
三
、
嫉
妬
に
よ
る
邪
推
と
密
告
。
四
、
妻
敵
討
に
義
弟
が
同
道
す
る
。
等
、
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
と

似
通
っ
た
描
写
が
随
所
に
窺
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
作
品
は
近
松
戯
曲
の
影
響
を
か
な
り
受
け
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ほ
　

　
次
に
、
作
者
不
詳
の
『
雲
州
松
江
の
鰻
』
を
検
証
す
る
が
、
筆
者
は
娯
楽
性
の
強
い
本
作
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
、
『
鴉
鵡
籠
中
記
』
に
記
さ

れ
る
「
宗
味
在
江
戸
三
年
の
内
に
文
治
密
通
す
。
宗
味
の
妻
当
時
孕
め
り
。
」
と
い
う
、
観
客
の
興
味
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
記
録
で
以
て
、
二

人
を
出
奔
さ
せ
る
背
景
を
画
策
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
、
夫
の
人
物
名
を
実
名
の
正
井
宗
味
と
す
る
。
二
、
芝
居
帰
り
の
二
人

を
高
麗
橋
で
討
つ
。
等
、
事
件
の
要
と
な
る
部
分
は
出
来
る
だ
け
事
実
に
沿
っ
て
書
こ
う
と
し
て
い
た
事
が
察
知
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
雲
州
松

江
の
鑓
』
の
梗
概
を
簡
単
に
記
し
て
み
た
い
。
「
雲
州
松
江
の
侍
中
林
幸
介
の
子
、
出
戻
り
で
二
十
二
歳
の
娘
お
清
は
、
正
月
二
十
六
夜
の
日
待

の
日
、
隣
家
で
幸
介
の
傍
輩
池
上
文
左
衛
門
の
伜
、
文
蔵
十
七
歳
の
御
小
姓
姿
に
思
い
を
か
け
、
二
人
は
文
を
通
わ
す
仲
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
文
蔵
が
江
戸
詰
に
出
て
い
る
う
ち
に
、
お
清
は
同
家
中
の
茶
道
頭
正
井
宗
味
の
後
添
と
な
り
、
三
人
の
子
の
母
親
と
な
っ
て
い
た
。
正
徳

四
未
年
（
一
七
一
四
）
の
春
、
宗
味
は
三
ケ
年
の
江
戸
詰
を
仰
せ
つ
か
り
、
引
き
換
え
て
、
文
蔵
は
松
江
へ
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
総
領
鐵
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太
郎
十
歳
の
兵
法
稽
古
の
口
実
を
下
に
、
文
蔵
は
繁
々
と
お
清
宅
に
出
入
り
し
、
「
焼
け
棒
代
に
火
が
つ
く
」
の
讐
え
に
洩
れ
ず
、
二
人
の
間
に

再
び
情
火
が
燃
え
立
っ
た
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
、
宗
味
よ
り
「
三
と
せ
の
春
秋
首
尾
よ
く
相
つ
と
め
、
今
年
六
月
七
日
、
若
殿
様
御
供
に

て
着
の
よ
し
」
と
の
報
を
受
け
る
が
、
こ
の
時
、
お
清
は
妊
娠
七
ケ
月
の
身
重
な
体
に
な
っ
て
い
た
。
夫
を
機
嫌
よ
く
迎
え
る
一
方
、
子
供
達

に
は
「
母
さ
ま
大
願
の
事
有
て
伊
勢
参
宮
、
人
も
連
れ
ず
は
だ
し
参
り
の
願
掛
け
に
行
く
」
と
密
か
に
言
い
聞
か
せ
、
遂
に
二
人
は
出
奔
し
た
。

妻
敵
討
に
旅
立
っ
た
宗
味
は
芝
居
見
物
帰
り
の
二
人
を
高
麗
橋
の
詰
に
て
待
ち
か
け
、
斬
っ
て
捨
て
る
。
」
と
い
う
筋
書
に
な
っ
て
い
る
。

　
か
く
て
、
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
以
外
の
浮
世
草
子
の
二
作
品
に
は
姦
通
当
事
者
間
の
恋
そ
の
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
『
鑓
の

権
三
重
帷
子
』
に
は
殆
ど
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
横
山
正
氏
は
『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
』
（
風
間
書
房
・
昭
和
三
十
八
年
）
に
お
い
て
、
こ

の
様
な
、
浮
世
草
子
と
近
松
の
姦
通
浄
瑠
璃
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
恋
の
表
現
の
本
質
的
相
違
に
つ
い
て
、
次
な
る
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
姦
通
者
二
人
の
恋
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
浮
世
草
子
類
で
は
、
姦
通
と
い
う
形
式
で
は
あ
る
が
、
二
人
の
愛
情
が
力
強
く
描
か
れ
て
い

　
　
る
。
む
し
ろ
姦
通
な
る
が
故
に
、
生
命
を
か
け
た
恋
の
烈
し
さ
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
封
建
的
拘
束
の
厳
し
い
社
会
に
於
い
て
、

　
　
敢
え
て
姦
通
す
る
よ
う
な
場
合
、
一
生
を
か
け
た
恋
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
表
現
こ
そ
、
当
事
者
の
真
の
気
持
を
最
も
よ
く

　
　
描
出
し
え
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
反
面
、
読
む
た
め
の
小
説
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
於
い
て
み
て
も
、
本
人
の
恋
の

　
　
逃
避
行
の
悦
び
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
反
対
面
の
陰
影
に
乏
し
く
、
こ
の
意
味
か
ら
、
心
理
構
成
は
一
方
的
で
、
単
純
で
あ
る
と

　
　
も
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近
松
の
姦
通
物
の
表
現
は
、
そ
の
姦
通
に
偶
然
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
の
徹
底
し

　
　
た
姦
通
意
識
を
書
か
ず
、
偶
然
に
結
ば
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
、
互
い
に
そ
の
恋
に
徹
底
し
え
な
い
矛
盾
す
る
二
つ
の
感
情
（
後
悔
と
官
能

　
　
的
喜
び
）
に
も
だ
え
る
烈
し
い
心
の
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
心
理
の
複
雑
極
ま
る
姿
を
持
情
形
式
で
表
現
し
た
も
の
が
、
近
松
姦

　
　
通
物
の
道
行
文
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
姦
通
物
に
於
け
る
道
行
文
は
、
こ
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
わ
き
て
出
石
の
山
は
あ
れ
ど
恋
の
。
病
は
し
る
し
な
き
。
た
じ
ま
の
ゆ
げ
た
か
ぞ
ふ
れ
ば
。
我
と
そ
も
じ
は
五
つ
と
七
つ
十
二
ち
が
ひ
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の
月
ふ
け
て
あ
ね
共
い
は
ば
岩
枕
。
か
は
す
枕
が
思
は
く
も
。
影
は
つ
か
し
や
野
べ
の
く
さ
。
そ
な
た
は
人
の
お
み
な
へ
し
。
お
れ
が

　
　
　
口
か
ら
女
房
と
は
。
身
の
は
ち
楓
い
た
づ
ら
に
。
そ
め
ぬ
う
き
な
の
村
は
ぎ
の
み
だ
れ
。
な
く
こ
そ
哀
な
れ
。
【
権
三
お
さ
ゐ
道
行
】

　
　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
で
は
、
右
の
よ
う
に
、
姦
通
と
偶
然
と
を
結
び
つ
け
た
構
成
の
結
果
と
し
て
、
変
形
的
で
は
あ
る
が
、
深
刻
な
悲

　
　
劇
感
情
を
一
応
は
出
し
え
て
い
る
も
の
の
、
恋
と
社
会
倫
理
と
の
ど
ち
ら
に
も
徹
底
し
え
ず
、
矛
盾
を
悩
む
深
い
苦
悩
を
表
現
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
近
松
は
他
の
浮
世
草
子
作
者
、
殊
に
西
鶴
と
は
違
っ
て
、
姦
通
者
自
身
の
気
持
だ
け
を
強
力
に
写
実
的
に
描
く
代

　
　
わ
り
に
、
当
事
者
の
心
そ
の
も
の
を
社
会
の
中
に
位
置
さ
せ
て
、
そ
の
矛
盾
の
心
理
を
多
方
面
か
ら
写
実
的
に
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
換

　
　
言
す
れ
ば
、
社
会
的
観
点
か
ら
の
姦
通
心
理
の
写
実
的
表
現
手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
尚
、
操
人
形
芝
居
の
脚
本
の
作
中
人
物
の
表
現
に
お
い
て
は
、
小
説
の
よ
う
な
作
者
の
自
由
奔
放
な
態
度
は
許
さ
れ
ず
、
演
劇
と
し
て
の
社

会
道
徳
的
要
素
と
当
時
の
封
建
的
倫
理
性
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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『
堀
川
波
鼓
』
（
宝
永
四
年
・
一
七
〇
七
）
、
『
大
経
師
昔
暦
』
（
正
徳
五
年
・
一
七
一
五
）
に
続
く
近
松
姦
通
物
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
背
景

に
は
、
「
茶
道
の
し
き
た
り
」
と
い
う
「
家
」
を
問
題
に
し
た
テ
ー
マ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
本
曲
を
進
展
さ
せ
て
い
く
重
要

な
推
進
力
と
し
て
の
一
役
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
よ
り
、
具
体
的
に
そ
の
様
相
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
お
さ
ゐ
の
夫
浅
香
市
之
進
は
茶
の
湯
の
師
匠
で
あ
る
が
、
こ
の
茶
道
役
と
い
う
の
は
、
家
元
制
度
に
縛
ら
れ
て
、
「
家
」

の
お
か
げ
で
生
活
し
て
い
る
階
層
で
あ
る
。
武
士
が
家
緑
を
受
け
る
こ
と
で
家
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
度
合
の
強
さ
は
、
武
士
と

同
等
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
家
」
と
い
う
制
度
の
生
み
出
す
矛
盾
に
つ
い
て
、
武
智
鉄
二
氏
は
「
近
松
姦
通
劇
の
作
意
」

（
季
刊
『
歌
舞
伎
　
第
二
巻
第
四
号
』
［
松
竹
株
式
会
社
演
劇
部
・
昭
和
四
十
五
年
］
所
収
）
の
中
で
、
以
下
の
ご
と
く
記
さ
れ
る
。



こ
の
よ
う
な
、
下
級
武
士
、
禁
中
御
用
師
、
茶
道
な
ど
の
職
業
は
、
い
ず
れ
も
「
家
」
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
つ
ね
に
失
業

の
危
険
に
も
対
面
し
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
近
松
の
時
代
に
は
、
す
で
に
徳
川
中
期
の
慢
性
化
し
た
不
況
風
が
吹
き
は
じ
め

て
い
る
の
で
、
抱
え
主
と
し
て
の
大
名
や
家
元
は
、
何
ら
か
の
理
由
を
つ
け
て
、
被
傭
者
と
し
て
の
「
家
」
の
戸
数
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
財
政
の
窮
乏
か
ら
少
し
で
も
ま
ぬ
か
れ
た
い
と
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
姦
通
の
よ
う
な
私
事
で
も
、
そ
れ
を
理
由

に
、
「
家
」
の
と
り
つ
ぶ
し
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
女
敵
討
の
行
わ
れ
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
女
敵
を
討
つ

こ
と
に
よ
り
、
失
わ
れ
た
名
誉
を
回
復
し
、
「
家
」
を
断
絶
か
ら
救
っ
て
、
再
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
失
業
か
ら
免
か
れ
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
体
制
側
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
目
先
の
、
小
さ
い
経
営
的
利
益
の
ほ
か
に
、
「
家
」
を
中
心
と
す
る
体
制

の
論
理
を
つ
ら
ぬ
き
通
す
と
い
う
大
目
的
も
兼
ね
て
、
血
統
の
純
粋
性
へ
の
保
証
の
た
め
に
も
、
「
家
」
の
断
絶
や
、
名
誉
の
回
復
に
よ
る

そ
の
再
建
を
、
自
在
に
使
い
分
け
て
運
営
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
抑
々
、
こ
の
事
件
の
発
端
は
真
の
台
子
の
飾
り
、
一
子
相
伝
の
茶
道
の
奥
義
の
伝
授
に
あ
っ
た
。
死
を
覚
悟
し
て
妻
敵
討
に
挑
む
市
之
進
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
は
　

息
子
に
後
事
を
託
す
。
そ
れ
は
茶
道
指
南
役
へ
の
道
筋
で
あ
っ
た
。
神
津
朝
夫
氏
は
「
台
子
点
前
の
秘
伝
化
」
で
、
「
大
名
茶
の
台
子
点
前
の
代

表
的
な
伝
書
と
し
て
は
、
寛
永
三
（
一
六
二
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
草
人
木
』
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
に
千
道
安
の
弟
子
桑
山
宗
仙
に
石

州
と
共
に
学
ん
だ
石
州
流
の
藤
林
宗
源
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
和
泉
草
』
、
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
に
利
休
よ
り
台
子
を
伝
授
さ
れ
た
織
田
有

楽
に
連
な
る
有
楽
流
の
松
本
見
休
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
貞
要
集
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
」
と
述
べ
、
「
大
名
家
に
お
け
る
「
式
正
の
茶
」
と

い
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

だ
が
、
大
名
茶
の
系
列
を
ひ
く
『
和
泉
草
』
や
『
貞
要
集
』
な
ど
が
何
段
か
に
分
け
て
体
系
化
し
た
台
子
飾
り
を
列
挙
し
て
い
る
と
し
て
も
、

現
実
の
茶
の
湯
の
場
で
そ
う
し
た
点
前
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
に
『
和
泉

草
』
第
一
巻
は
冒
頭
よ
り
台
子
飾
り
を
列
挙
す
る
が
、
そ
の
第
三
十
条
「
台
子
伝
授
ノ
事
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
台
子
伝
ル
事
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難
弟
子
能
ク
見
届
伝
フ
ベ
シ
、
貴
人
高
位
ノ
人
拠
ナ
ク
御
所
望
ノ
時
ハ
、
真
ノ
台
子
一
通
リ
ヲ
御
目
二
懸
ク
可
ク
、
達
テ
御
執
心
ナ
ラ
バ
行
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ

迄
モ
披
見
ス
ベ
シ
、
秘
事
台
子
ハ
猶
格
別
也
」
。
す
な
わ
ち
石
州
流
に
あ
っ
て
も
台
子
点
前
は
秘
伝
で
あ
り
、
貴
人
高
位
の
人
に
も
見
せ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
結
論
づ
け
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
真
の
台
子
の
点
前
は
千
家
に
お
い
て
も
大
名
茶
に

お
い
て
も
、
実
際
の
茶
の
湯
で
は
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
皆
伝
の
意
味
を
も
つ
秘
伝
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
享
保
か
ら
寛
政
（
一
七
一
六
～
一
八
〇
〇
）
に
至
る
時
期
の
茶
の
湯
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
谷
端
昭
夫
氏
は
『
近
世
茶
道
史
』

（
淡
交
社
・
昭
和
六
十
三
年
）
に
お
い
て
、
「
前
代
（
寛
文
か
ら
正
徳
頃
・
一
六
六
一
～
一
七
一
五
）
、
各
地
に
普
及
を
と
げ
た
茶
の
湯
が
、
あ

る
部
分
で
は
深
化
さ
れ
、
ま
た
、
あ
る
部
分
で
は
時
代
に
即
応
す
る
か
た
ち
で
再
編
成
さ
れ
た
時
期
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
武

家
茶
道
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
主
と
し
て
大
名
達
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
茶
の
湯
が
、
さ
ら
に
諸
藩
の
家
臣
達
の
間
に
も
広
が
り
を

も
っ
て
く
る
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
茶
道
組
織
が
形
成
さ
れ
、
茶
の
湯
を
実
質
的
に
は
こ
れ
ら
茶
道
役
達
が
担
う
こ
と
に
な
る
の
が
こ
の
時

期
の
武
家
茶
道
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
実
態
に
み
ら
れ
る
の
は
、
茶
道
役
達
を
駆
使
し
て
茶
会
を
催
す
大
名
達
の
姿
で
あ
っ
た
し
、

さ
ら
に
点
茶
実
務
を
茶
道
役
に
委
ね
る
な
か
で
茶
会
を
お
こ
な
う
大
名
達
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
茶
の
湯
は
大
名
や
武
士
達
の
教
養

と
し
て
定
着
し
て
い
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
茶
道
役
達
は
、
武
家
相
応
の
茶
を
創
出
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
と
え
ば
す
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
石
州
の
茶
を
、
柳
営
の
茶
道
役
達
は
諸
藩
の
茶
道
役
達
に
伝
え
て
そ
の
門
下
と
し
、
さ
ら
に
諸
藩
の
茶
道

役
達
は
家
臣
や
城
下
の
商
・
町
人
達
に
茶
を
教
授
す
る
、
と
い
っ
た
か
た
ち
で
の
伝
播
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
茶
道
役
達
が
近
世
茶
道
の
な
か
で
果
し
た
役
割
を
大
き
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
解
説
さ
れ
る
。
又
、

「
茶
の
湯
が
江
戸
時
代
に
お
け
る
文
化
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
い
え
る
。
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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本
曲
が
好
評
を
博
し
た
原
因
は
、
も
と
よ
り
悲
劇
性
の
深
化
が
図
ら
れ
た
近
松
の
作
劇
の
巧
み
さ
や
文
章
の
妙
に
あ
る
と
は
い
え
、
小
説
で

は
到
底
叶
え
ら
れ
な
い
、
演
劇
の
特
性
を
生
か
し
た
、
観
客
が
好
む
よ
う
な
事
件
、
筋
立
、
人
物
、
科
白
、
流
行
な
ど
を
十
二
分
に
用
意
し
た



こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
に
か
く
、
不
義
密
通
は
武
家
社
会
の
倫
理
的
通
念
に
違
背
す
る
行
為
で
あ
り
、
潔
白
だ
と
い
く
ら
申
し
開
き
し

て
も
世
間
は
信
じ
て
は
く
れ
ま
い
。
姦
通
即
妻
敵
討
と
い
う
原
則
を
曲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
近
松
は
、
悲
惨
な
妻
敵
討

の
場
を
美
的
に
描
く
こ
と
に
よ
り
悲
劇
と
し
て
の
完
結
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
新
趣
向
は
そ
の
為
に
設
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
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高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
　
巻
六
　
近
世
編
』
（
東
京
堂
出
版
・
平
成
元
年
）
四
七
五
頁
参
照
。

『
大
阪
大
学
語
文
2
5
』
（
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
・
昭
和
四
十
年
）
所
収
、
松
平
進
「
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論
」
参
照
。

『
近
世
文
学
　
作
家
と
作
品
』
（
中
央
公
論
社
・
昭
和
四
十
八
年
）
所
収
、
宗
政
五
十
緒
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
作
劇
法
」
参
照
。

廣
末
保
『
増
補
近
松
序
説
』
（
未
來
社
・
昭
和
五
十
九
年
）
所
収
、
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
方
法
」
参
照
。

『
歌
舞
伎
　
九
巻
三
号
』
（
松
竹
演
劇
部
・
昭
和
五
十
二
年
）
所
収
、
大
笹
吉
雄
「
女
敵
討
考
　
新
釈
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
」
参
照
。

本
曲
に
関
す
る
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7
5
『
近
松
門
左
衛
門
集
②
』
（
小
学
館
・
平
成
十
二
年
）
に
依
る
事
と
す
る
。

『
増
補
　
京
都
叢
書
　
第
十
一
巻
　
都
名
所
圓
會
巻
五
』
（
増
補
京
都
叢
書
刊
行
會
・
昭
和
九
年
）
二
九
〇
～
二
九
三
頁
参
照
。

「
新
燕
石
十
種
　
第
八
巻
』
（
中
央
公
論
社
・
昭
和
五
十
七
年
）
所
収
、
『
摂
陽
落
穂
集
』
一
七
三
頁
参
照
。

「
徳
川
文
藝
類
聚
　
第
一
巻
』
（
廣
谷
國
書
刊
行
會
・
大
正
十
四
年
）
所
収
、
『
女
敵
高
麗
茶
碗
』
三
五
〇
頁
参
照
。

「
近
世
文
藝
叢
書
　
第
四
』
（
國
書
刊
行
會
・
昭
和
五
十
一
年
《
復
刻
》
）
所
収
、
『
乱
脛
三
本
鑓
』
四
四
八
頁
参
照
。

引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
9
1
『
浮
世
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
十
一
年
）
解
説
、
四
頁
に
依
る
。

「
論
集
近
世
文
学
1
　
近
松
と
そ
の
周
辺
』
（
勉
誠
社
・
平
成
三
年
）
所
収
、
荒
木
繁
「
近
松
の
い
わ
ゆ
る
仮
構
物
に
つ
い
て
」
参
照
。

『
徳
川
文
藝
類
聚
　
第
一
巻
』
（
廣
谷
國
書
刊
行
會
・
大
正
十
四
年
）
所
収
、
『
雲
州
松
江
の
鰻
』
参
照
。

谷
端
昭
夫
編
『
茶
道
の
歴
史
　
茶
道
学
大
系
－
二
』
（
淡
交
社
・
平
成
十
一
年
）
所
収
、
神
津
朝
夫
「
台
子
点
前
の
秘
伝
化
」
参
照
。

原
文
は
、
吉
田
尭
文
編
『
茶
道
叢
書
第
四
編
　
和
泉
草
』
（
河
原
書
店
・
昭
和
十
一
年
）
四
十
頁
参
照
。

将
軍
の
陣
営
ま
た
は
居
所
を
指
す
。
（
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
・
平
成
＋
四
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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