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要　
　

旨

　

万
治
寛
文
年
間
に
一
日
一
作
で
七
日
間
連
続
上
演
さ
れ
た
記
録
が
残
る
作
品
『
ゆ
い
せ
き
諍
』『
曾
我
物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』『
石
ば
し
山
』『
き
り
か
ね
』『
剣
さ
ん
だ
ん
』『
ふ
じ
の
ま
き

が
り
』『
ぜ
ん
じ
そ
が
』
の
う
ち
『
石
ば
し
山
』
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

本
作
は
源
頼
朝
が
伊
豆
の
地
で
旗
揚
げ
を
し
、
天
下
を
治
め
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
扱
っ
て
い
る
。
軍
記
物
語
『
曾
我
物
語
』
も
踏
ま
え
て
い
る
が
、
合
戦
場
面
に
つ
い
て
は
『
源
平
盛
衰
記
』

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
典
拠
を
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
よ
う
な
方
法
は
と
ら
ず
、
改
変
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
特
色
と
し
て
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
北
条
時
政
の
娘
朝
日
の
前
は
頼
朝
と
結
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
頼
朝
が
天
下
を
治
め
る
未
来
の
予
兆
と
し
て
、
全
六
段
の
う
ち
初
段
に
配
さ
れ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
合
戦
の
場
面
に
つ
い
て
は
『
源
平
盛
衰
記
』
か
ら
取
材
し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
逸
話
を
選
ん
で
参
戦
す
る
武
士
の
武
勇
譚
と
し
て
描
き
、
人
間
像
を
描
く
こ
と
に
重
点
が
お

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
忠
」
の
言
葉
を
多
用
し
、
頼
朝
と
家
臣
と
か
ら
な
る
君
臣
関
係
を
描
い
て
い
る
。

　

右
の
特
色
の
中
に
は
舞
台
芸
能
で
あ
る
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
の
性
格
が
も
た
ら
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
古
浄
瑠
璃
、
源
頼
朝
、
石
ば
し
山
、
源
平
盛
衰
記

　
　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

古
浄
瑠
璃
『
石
ば
し
山
』
は
、
明
暦
万
治
年
間
に
正
本
が
刊
行
さ
れ
た
か
と
さ
れ（

注
１
）、

万
治

寛
文
年
間
に
一
日
一
作
で
七
日
間
連
作
上
演
の
記
録
が
残
る

（
注
２
）作

品
（『
ゆ
い
せ
き
諍
』『
曾
我

物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』『
石
ば
し
山
』『
き
り
か
ね
』『
剣
さ
ん
だ
ん
』『
ふ
じ
の
ま
き

が
り
』『
ぜ
ん
じ
そ
が
』）
の
う
ち
の
三
日
目
に
上
演
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

北
条
時
政
の
娘
朝
日
の
前
は
、
未
だ
縁
が
無
か
っ
た
が
、
妹
万
世
の
姫
が
見
た
吉
夢
を
買

い
受
け
、
そ
の
示
現
と
し
て
源
頼
朝
と
結
ば
れ
る
。
一
方
北
条
時
政
は
娘
と
頼
朝
の
関
係
を

夢
に
も
知
ら
ず
、
山
木
判
官
兼
隆
の
元
に
朝
日
の
前
を
嫁
す
る
が
、
朝
日
の
前
は
乳
母
と
と

も
に
山
木
の
館
か
ら
出
奔
し
、
頼
朝
の
元
へ
逃
げ
る
（
初
段
）。
朝
日
の
前
が
頼
朝
と
と
も

に
い
る
こ
と
を
知
っ
た
時
政
は
頼
朝
側
に
つ
く
事
を
決
意
す
る
。
一
方
伊
豆
に
流
さ
れ
て
い

た
文
覚
は
頼
朝
を
尋
ね
、
旗
揚
げ
を
勧
め
る
。
文
覚
は
頼
朝
の
た
め
に
七
日
間
で
京
を
往
復

し
、
院
宣
を
取
り
付
け
る
。
時
政
は
頼
朝
の
命
に
よ
り
山
木
責
め
を
行
う
（
二
段
目
）。
頼

朝
が
院
宣
を
受
け
、
山
木
責
め
に
も
成
功
し
た
こ
と
を
知
り
、
多
く
の
武
士
団
が
頼
朝
の
元

に
集
結
し
、
石
橋
山
の
合
戦
と
な
る
。
こ
の
折
、
工
藤
祐
経
が
頼
朝
へ
仕
え
る
こ
と
を
望

　
　
　
　
古
浄
瑠
璃
『
石
ば
し
山
』
の
特
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

― 

頼
朝
天
下
掌
握
の
描
き
方 

―
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み
、
頼
朝
は
そ
れ
を
許
す
（
三
段
目
）。
真
田
与
一
は
病
後
の
体
で
参
戦
し
、
つ
い
に
討
死

す
る
（
四
段
目
）。
追
い
詰
め
ら
れ
た
頼
朝
は
土
肥
杉
山
の
伏
木
に
八
騎
で
隠
れ
る
が
、
梶

原
平
三
景
時
、
曾
我
太
郎
祐
信
の
と
っ
さ
の
判
断
に
よ
り
命
拾
い
を
し
、
安
房
へ
と
逃
れ
る

（
五
段
目
）。
頼
朝
は
武
蔵
国
船
橋
に
入
り
、
そ
こ
へ
畠
山
重
忠
、
源
義
経
が
味
方
に
駆
け
つ

け
る
。
頼
朝
は
勝
利
を
得
、
鎌
倉
に
入
る
。
大
場
三
郎
と
伊
藤
祐
親
は
切
腹
と
な
り
、
工
藤

祐
経
は
頼
朝
の
重
臣
と
な
り
、
本
領
安
堵
と
な
る
（
六
段
目
）。

　

連
作
の
前
作
『
曾
我
物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』
で
頼
朝
は
伊
藤
祐
親
の
元
を
追
わ
れ

て
北
条
時
政
を
頼
っ
て
逃
れ
た
が
、
本
作
『
石
ば
し
山
』
で
は
初
段
で
時
政
の
娘
朝
日
の
前

と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
頼
朝
の
運
命
は
二
段
目
以
降
大
き
く
好
転
し
て
い
く
。
時
政
を

味
方
に
得
た
頼
朝
は
山
木
責
め
を
起
こ
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
石
橋
山
の
合
戦
と
な
る
。

一
旦
は
敗
退
す
る
も
の
の
、
土
肥
杉
山
で
九
死
に
一
生
を
得
て
安
房
へ
逃
れ
、
や
が
て
勝
利

を
得
て
鎌
倉
入
り
す
る
。
本
作
は
流
人
で
あ
っ
た
頼
朝
が
運
気
を
掴
み
、
東
国
の
武
士
団
を

味
方
に
つ
け
て
、
遂
に
は
天
下
を
掌
握
す
る
過
程
を
描
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
特
色
と
し
て
次
の
三
つ
の
要
素
が
注
目
さ
れ
る
。
一
つ
は
初
段
で
朝
日
の
前
が
吉
夢

を
妹
か
ら
買
う
逸
話
を
扱
い
、
加
え
て
朝
日
の
前
の
闊
達
な
人
物
造
形
を
通
し
て
強
運
を
持

つ
頼
朝
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。『
曾
我
物
語
』
で
も
扱
わ
れ
る
吉
夢
の
逸
話
だ
が
、
本
作
で

は
こ
れ
を
初
段
に
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
段
目
以
降
に
描
か
れ
る
頼
朝
の
開
運
の
予
兆
と

し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
二
段
目
以
降
六
段
目
ま
で
合
戦
の
逸
話
を
中

心
と
す
る
が
、
合
戦
場
面
の
少
な
い
『
曾
我
物
語
』
に
は
拠
ら
ず
、『
源
平
盛
衰
記
』
を
用

い
て
編
集
し
、
参
戦
す
る
武
士
達
の
逸
話
を
描
く
こ
と
で
、
合
戦
の
展
開
と
人
間
像
を
描
く

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
舞
台
芸
能
で
あ
る
が
故
の
工
夫
も
見
て
と
れ
る
。
三
つ
目
は
武
士

た
ち
が
頼
朝
と
の
主
従
関
係
を
結
ぶ
時
に
「
忠
」
の
言
葉
を
多
用
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
独

自
の
価
値
観
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
ゆ
い
せ
き
諍
』『
曾
我
物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』
で
は
も
っ
ぱ
ら
『
曾
我
物
語
』
を

踏
ま
え
な
が
ら
人
形
浄
瑠
璃
と
い
う
舞
台
芸
能
、
浄
瑠
璃
と
い
う
語
り
物
の
特
性
を
生
か
し

た
創
意
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
が

（
注
３
）、
本
作
は
そ
れ
に
加
え
て
頼
朝
と
い
う
存
在
を
軸
に

据
え
る
こ
と
を
中
心
に
、
頼
朝
に
関
わ
る
様
々
な
人
物
を
描
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ

れ
ら
を
通
し
て
頼
朝
が
天
下
を
掌
握
し
て
い
く
過
程
に
注
目
し
て
い
る
。
以
下
具
体
的
に
述

べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
本
文
引
用
に
つ
い
て
は
『
石
ば
し
山
』
は
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集　

第
二　

増
訂
版（

注
４
）』

に
よ
り
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。『
曾
我
物
語
』
は
日
本
古
典
文

学
大
系
『
曾
我
物
語（

注
５
）』、『
源
平
盛
衰
記
』
は
『
源
平
盛
衰
記
（
四
）　

中
世
の
文
学（
注
６
）』
に

よ
っ
た
。

　
　
　
　

二
、
朝
日
の
前
の
描
か
れ
方
と
頼
朝

　

こ
の
部
分
は
『
曾
我
物
語
』
巻
二
「
時
政
が
女
の
こ
と
」「
橘
の
事
」「
兼
隆
聟
に
と
る

事
」
に
よ
っ
て
い
る
。『
曾
我
物
語
』
で
は
先
腹
の
娘
が
朝
日
御
前
で
二
十
一
才
、
後
腹
の

娘
は
二
人
あ
り
、
十
九
才
と
十
七
才
で
あ
る
（
後
腹
の
二
人
の
娘
の
名
前
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
）。
先
腹
の
娘
に
つ
い
て
『
曾
我
物
語
』
で
は

先
腹
二
十
一
は
、
美
人
の
き
こ
へ
有
。
こ
と
に
父
、
不
便
に
思
ひ
け
れ
ば
、
妹
二
人
よ

り
は
、
す
ぐ
れ
て
ぞ
お
も
ひ
け
り
。

と
あ
る
。『
石
ば
し
山
』
初
段
で
は
こ
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

女
子
に
は
、
朝
日
の
前
と
て
、
容
顔
殊
に
麗
し
く
、
衣
通
姫
の
流
れ
を
汲
み
、
小
町
が

す
さ
み
し
筆
の
跡
、
御
心
に
か
け
給
へ
ば
、
其
情
を
聞
及
ぶ
人
こ
と
に
、
心
を
か
け
ぬ

は
無
か
り
け
り
、
し
か
れ
共
い
か
な
る
前
世
の
宿
縁
に
か
、
千
束
に
組
め
る
錦
木
の
、

た
ゞ
徒
に
朽
ち
果
て
ゝ
、
生
年
廿
一
才
ま
で
、
む
な
し
く
月
日
を
送
ら
る
ゝ
、
此
兄
弟

は
、
先
腹
に
て
、
乳
房
の
母
に
後
れ
さ
せ
給
ひ
け
り
。

　

一
方
後
腹
の
娘
は
『
石
ば
し
山
』
初
段
で
は
二
人
で
は
な
く
一
人
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。扨

当
腹
は
、
万
世
の
姫
と
て
十
九
才
、
父
母
の
寵
愛
浅
か
ら
す
。

　
『
曾
我
物
語
』
に
お
け
る
朝
日
御
前
は
、
時
政
が
と
り
わ
け
「
不
便
」
に
思
っ
て
お
り
、

後
腹
の
二
人
の
娘
よ
り
も
か
わ
い
が
っ
て
い
る
。
妹
が
見
た
吉
夢
を
朝
日
御
前
が
買
う
代
わ

り
に
与
え
た
唐
の
鏡
は
、
北
条
家
に
伝
わ
る
由
緒
正
し
き
も
の
で
、
日
頃
か
ら
妹
が
自
分
の
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も
の
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
注
７
）。
時
政
は
三
人
の
娘
の
中
で
も
朝
日
御
前
を
特

別
に
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
石
ば
し
山
』
で
は
む
し
ろ
、
後
腹
の
娘
万
世
の
姫

の
方
が
両
親
に
愛
情
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
容
貌
や
才
能
に
十
分
恵
ま
れ
な
が
ら
も
な
ぜ
か

二
十
一
才
ま
で
縁
を
得
ず
、
さ
ら
に
腹
違
い
の
妹
の
方
が
、
両
親
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
と
い

う
情
況
が
、
朝
日
の
前
に
「
自
分
の
人
生
が
こ
の
ま
ま
で
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
思
い

を
増
幅
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
妹
か
ら
夢
の
話
を
聞
か
さ
れ
、
彼
女
の
持
つ
教
養
か
ら
こ
れ

を
吉
夢
で
あ
る
と
判
断
し
た
朝
日
の
前
は
、
妹
を
騙
し
て
そ
の
夢
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
す

る
の
だ
が
、
本
作
で
は
『
曾
我
物
語
』
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
、
朝
日
の
前
の
鋭
敏
で
意
欲

に
満
ち
、
狡
猾
な
側
面
を
強
調
す
る
。
本
作
で
は
「
し
す
ま
し
た
り
」
と
い
う
朝
日
の
前
の

内
言
語
を
二
回
使
っ
て
、
妹
か
ら
吉
夢
を
奪
い
取
っ
た
喜
び
の
心
情
を
赤
裸
々
に
表
す
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
山
木
判
官
兼
隆
の
元
に
嫁
せ
ら
れ
、
逃
亡
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
『
曾
我
物

語
』
が一

夜
を
も
あ
か
さ
で
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
、
に
げ
い
で
て
、
ち
か
く
め
し
つ
か
い
け
る

女
房
一
人
具
し
て
、
ふ
か
き
叢
を
わ
け
、
足
に
ま
か
せ
て
、
あ
し
び
き
の
山
路
を
こ

へ
、
夜
も
す
が
ら
、
伊
豆
の
御
山
に
わ
け
入
給
ひ
ぬ
。

と
あ
る
の
に
対
し
、『
石
ば
し
山
』
初
段
で
は

い
た
は
し
や
姫
君
は
、
さ
な
か
ら
夢
の
心
地
し
て
、
涙
に
暮
れ
て
お
は
し
ま
す
、
兼
隆

と
か
く
い
ひ
寄
り
て
、
慰
め
け
れ
共
、
つ
や
〳
〵
返
事
も
ま
し
ま
さ
す
、
兼
隆
面
目
失

ひ
、
傍
ら
に
立
寄
り
け
り
、
既
に
其
日
も
暮
れ
け
れ
は
、
姫
君
時
分
よ
し
と
思
召
、
乳

母
一
人
御
供
に
て
、
山
木
が
館
を
忍
び
出
、
伊
豆
の
お
山
を
心
か
け
、
契
り
朽
ち
す
は

出
雲
路
の
、
神
の
誓
い
に
今
一
度
、
佐
殿
に
巡
り
合
は
せ
て
給
は
れ
と
、
足
に
任
せ
て

落
ち
ら
る
ゝ

と
あ
っ
て
、
兼
隆
と
の
対
応
ぶ
り
を
具
体
的
に
描
く
。
こ
れ
は
舞
台
で
人
形
に
よ
っ
て
演
じ

ら
れ
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
面
目
を
全
く
失
っ
て
困
惑
し
て

い
る
兼
隆
を
前
に
、
ひ
た
す
ら
拒
絶
し
て
い
る
朝
日
の
前
の
様
子
は
、
い
か
に
も
意
思
強
固

で
強
烈
な
個
性
を
持
っ
た
女
性
を
感
じ
さ
せ
る
描
き
方
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
石
ば
し

山
』
で
は
こ
の
後
、
姫
と
乳
母
を
追
っ
て
く
る
山
木
側
の
追
手
に
対
し
、
た
ま
た
ま
通
り
か

か
っ
た
乳
母
の
伯
父
文
せ
う
阿
闍
梨
が
同
宿
ら
と
共
に
辺
り
の
古
木
を
引
き
抜
い
て
、
追
手

を
や
っ
つ
け
る
と
い
う
活
劇
が
展
開
す
る
。
そ
の
後
阿
闍
梨
が
朝
日
の
前
を
軽
々
と
背
負
っ

て
宿
坊
に
立
ち
帰
り
、
頼
朝
に
使
い
を
送
っ
て
、
頼
朝
と
朝
日
の
前
が
手
を
取
り
合
っ
て
喜

び
の
再
会
を
果
た
す
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
段
の
ま
と
め
と

も
い
う
べ
き
段
末
表
現
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
朝
日
の
前
の
心
の
う
ち
、
頼
も
し
き
共
、

中
々
申
す
計
は
な
か
り
け
り
」。
朝
日
の
前
の
強
固
な
意
志
と
大
胆
さ
、
そ
し
て
行
動
力
に

対
す
る
賞
賛
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
『
曾
我
物
語
』
で
は
、
頼
朝
が
天
下
を
取
る
未
来
を
暗
示
す
る
話
が
随
所
に
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。「
橘
の
事
」
で
は
、
吉
夢
に
つ
い
て
橘
の
故
事
が
紹
介
さ
れ
る
中
で

「
幾
程
も
な
く
て
、
若
君
い
で
き
た
り
、
頼
朝
の
御
後
を
つ
ぎ
、
四
海
を
お
さ
め
た
て
ま
つ

る
」
と
、
朝
日
御
前
が
や
が
て
頼
朝
の
妻
と
な
り
、
子
供
が
頼
朝
の
後
を
継
い
で
天
下
を
治

め
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
そ
の
後
、
盛
長
が
頼
朝
の
命
に
背
い
て
、
頼
朝
の
手
紙
を
書
き

換
え
て
朝
日
御
前
の
元
に
届
け
る
所
で
は
、
次
の
引
用
文
の
よ
う
に
手
紙
を
受
け
取
る
前
に

既
に
朝
日
御
前
は
予
兆
と
も
い
う
べ
き
夢
を
見
て
い
る
。

こ
の
暁
、
し
ろ
き
鳩
一
つ
と
び
き
た
り
て
、
口
よ
り
金
の
箱
に
文
を
い
れ
て
ふ
き
い
だ

し
、
わ
ら
わ
が
膝
の
上
に
お
き
、
虚
空
に
と
び
さ
り
ぬ
、
ひ
ら
き
て
見
れ
ば
、
佐
殿
の

御
文
な
り
、
い
そ
ぎ
箱
に
お
さ
む
る
と
お
も
へ
ば
、
夢
な
り
、
今
現
に
見
る
事
、
不
思

議
さ
よ
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
う
ち
お
き
ぬ
。

　

そ
し
て
、
朝
日
御
前
が
頼
朝
を
追
っ
て
、
二
人
で
伊
豆
の
奥
に
隠
れ
た
後
、
盛
長
と
頼
朝

が
見
た
夢
を
懐
島
平
権
守
が
占
う
と
、
こ
れ
が
頼
朝
の
開
運
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
判
じ
ら

れ
る
と
い
う
話
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に
『
曾
我
物
語
』
で
は
繰
り
返
し
頼
朝
の
開
運
と
天
下

掌
握
を
暗
示
す
る
話
を
描
き
、
そ
の
後
山
木
責
め
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
朝
日
御
前
が
吉

夢
を
買
っ
た
逸
話
は
そ
れ
ら
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
『
石
ば
し
山
』
で
は
、
初
段
に
お
い
て
朝
日
の
前
と
頼
朝
が
結
ば
れ
る
こ
と

が
、
頼
朝
の
運
命
の
重
要
な
転
機
で
あ
る
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
頼
朝
の
強
運
の
暗
示
は
朝

日
の
前
が
吉
夢
を
買
う
と
い
う
逸
話
に
意
識
的
に
集
約
さ
れ
、
朝
日
の
前
の
人
物
造
形
を
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『
曾
我
物
語
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
強
さ
と
し
た
た
か
さ
を
備
え
た
闊
達
な
女
性

に
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
行
動
力
が
頼
朝
の
強
運
を
始
動
さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
く
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
日
の
前
の
登
場
に
よ
っ
て
頼
朝
開
運
の
予
兆
が
描
か
れ
た
後
、
二
段

目
以
降
は
い
よ
い
よ
頼
朝
の
旗
揚
げ
へ
と
話
は
展
開
し
て
い
く
。

　
　
　
　

三
、
合
戦
の
逸
話
の
扱
い

　
『
石
ば
し
山
』
は
二
段
目
で
山
木
責
め
、
三
段
目
以
降
石
橋
山
の
合
戦
を
描
く
こ
と
に
な

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
曾
我
物
語
』
で
は
巻
第
二
「
頼
朝
謀
反
の
事
」「
兼
隆
が
う
た

る
ゝ
事
」「
伊
東
が
き
ら
る
ゝ
事
」
で
扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
概
略
を
説
明
す
る
内
容
で
、

合
戦
や
戦
況
等
の
詳
し
い
情
況
は
描
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
『
石
ば
し
山
』
で
は
『
源
平

盛
衰
記
』
を
参
照
し
て
、
そ
れ
ら
の
詳
し
い
様
子
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
必
ず

し
も
『
源
平
盛
衰
記
』
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
描
き
方
に

は
『
石
ば
し
山
』
独
自
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
つ
は
集
団
戦
を
描
く
こ
と
を
せ
ず
、
数
人
の
武
将
に
焦
点
を
絞
り
、
一
人
一
人
の
武
勇

譚
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
見
ら
れ
ず
、『
石
ば

し
山
』
が
独
自
に
入
れ
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
逸
話
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
四
段
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
暗
闇
で
の
戦
闘
を
描
く
場
合
、
文
章
表
現
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
場
面
の
暗

さ
を
観
客
や
読
者
に
一
層
意
識
さ
せ
る
効
果
を
ね
ら
う
手
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
『
石
ば
し
山
』
が
合
戦
場
面
等
を
描
く
上
で
『
源
平
盛
衰
記
』
を
参
照
に
し
た
と
思
わ
れ

る
も
の
を
列
挙
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

二
段
目　

文
覚
が
頼
朝
に
謀
反
を
勧
め
、
七
日
間
で
都
か
ら
院
宣
を
取
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
九　

文
覚
入
定
京
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
平
家
物
語
』
流
布
本　

巻
五　

伊
豆
院
宣
の
事

　
　
　
　
　

頼
朝
は
山
木
判
官
を
北
条
時
政
ら
に
責
め
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十　

八
牧
夜
討

　

三
段
目　

東
国
武
士
、
頼
朝
の
元
に
集
結
。
石
橋
山
の
合
戦
の
開
始
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十　

佐
殿
大
場
沙
汰　

石
橋
合
戦

　

四
段
目　

真
田
与
一
の
討
ち
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十　

石
橋
合
戦

　

五
段
目　

頼
朝
の
伏
木
隠
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
一　

兵
衛
佐
殿
隠
臥
木

　

六
段
目　

頼
朝
武
蔵
国
船
橋
に
到
着

　
　
　
　
　

畠
山
重
忠
士
官
を
乞
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
三　

畠
山
推
参

　
　
　
　
　

義
経
が
頼
朝
を
訪
ね
、
兄
弟
の
再
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
三　

義
経
軍
陣
来

　
　
　
　
　

頼
朝
の
勝
利
と
鎌
倉
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
三　

頼
朝
鎌
倉
入
勧
賞

　
　
　
　
　

大
場
三
郎
、
伊
東
祐
親
の
切
腹

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
三　

平
家
方
人
罪
科

　
　
　
　
　

工
藤
祐
経
の
本
領
安
堵　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
三　

頼
朝
鎌
倉
入
勧
賞

　

こ
の
う
ち
二
段
目
、
三
段
目
、
四
段
目
に
合
戦
に
関
す
る
描
写
が
多
く
活
用
さ
れ
、
同
時

に
『
石
ば
し
山
』
独
自
の
工
夫
も
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
段
目
で
は
文
覚
が
七
日
間
で
京
都
と
伊
豆
を
往
復
し
、
院
宣
を
頼
朝
の
所
に
持
参
す
る

こ
と
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
曾
我
物
語
』
に
は
無
く
、『
源
平
盛
衰
記
』
と
流
布
本

『
平
家
物
語
』
の
中
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
内
容
を
簡
略
化
し
て
お
り
、
本
文
を
そ
の
ま

ま
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
無
い
。

　

二
段
目
で
注
目
さ
れ
る
の
は
山
木
責
め
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
は
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二

十　

八
牧
夜
討
を
踏
ま
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、『
石
ば
し
山
』
で
は
初
め
に
北
条
時
政
と

山
木
判
官
の
間
で
名
告
り
が
あ
っ
て
戦
い
を
開
始
す
る
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
『
源
平
盛
衰

記
』
に
は
無
い
。
続
い
て
二
つ
の
武
勇
譚
が
展
開
す
る
。
一
つ
は
佐
々
木
次
郎
経
高
と
権
の

守
兼
時
の
戦
い
、
そ
し
て
加
藤
次
景
門
の
活
躍
で
あ
る
。

　

佐
々
木
治
郎
経
高
と
権
の
守
兼
時
の
戦
い
は
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ

る
だ
け
で
あ
る
。

佐
々
木
搦
手
ニ
廻
リ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
次
郎
経
高
後
ノ
木
戸
口
マ
デ
攻
入
テ
散
々
ニ
戦
ケ
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ル
程
ニ
痛
手
負
タ
リ
ケ
レ
共
、
尚
独
城
ノ
内
ニ
打
入
テ
、
兼
隆
ガ
後
見
ニ
権
頭
ト
云
ケ

ル
者
ガ
頸
ヲ
取
テ
ゾ
出
タ
リ
ケ
ル
。

そ
れ
を
『
石
ば
し
山
』
で
は
経
高
と
兼
時
の
言
葉
戦
い
か
ら
戦
闘
ま
で
を
描
き
、
半
時
ほ
ど

も
戦
っ
た
後
、
遂
に
経
高
が
兼
時
を
討
つ
ま
で
を
描
く
。

　

ま
た
大
男
の
兼
時
が
長
刀
を
武
器
に
登
場
す
る
の
に
対
し
、
経
高
の
武
器
は
一
丈
ば
か
り

の
樫
の
棒
と
い
う
と
こ
ろ
も
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
経
高
の
名
告
り
も

『
石
ば
し
山
』
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

平
治
よ
り
此
方
、
源
氏
与
力
の
輩
は
、
経
高
に
限
ら
す
、
深
山
幽
谷
に
身
を
隠
し
、
有

か
無
き
か
に
世
を
送
り
、
佐
殿
院
宣
を
蒙
り
給
ひ
、
か
く
と
宣
ふ
嬉
し
さ
に
、
人
並
々

に
罷
出
て
は
候
へ
共
、
太
刀
も
刀
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
夕
べ
三
島
の
町
に
て
、
此
棒
一
本

求
め
た
り
、
御
辺
の
長
刀
に
合
は
ん
事
、
い
か
ゝ
と
は
思
へ
共
、
刃
試
し
に
立
ち
寄
つ

て
見
給
ふ
べ
し
、
い
か
に
〳
〵
。

平
治
の
戦
で
敗
れ
た
源
氏
方
の
武
士
達
が
、
捲
土
重
来
と
闘
志
を
た
ぎ
ら
せ
て
い
る
心
境
が

記
さ
れ
て
い
る
。
長
刀
と
樫
の
棒
を
振
り
回
す
二
人
の
武
者
に
よ
る
激
し
い
戦
い
ぶ
り
が
、

舞
台
上
で
人
形
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
と
、
視
覚
的
に
も
十
分
な
面
白
さ
を
提
供
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

次
に
加
藤
次
景
門
の
活
躍
で
あ
る
が
こ
れ
も
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
関
谷
八
郎
と
の
戦
い
、

そ
し
て
山
木
判
官
兼
隆
を
討
ち
取
る
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
源
平
盛
衰
記
』
を
踏
ま
え

る
が
、
少
し
ず
つ
改
変
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
「
傍
平
見
ズ
ノ
猪
武

者
」
で
「
傍
若
無
人
」
の
景
門
の
人
物
像
に
若
干
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一

つ
は
強
弓
で
聞
こ
え
た
関
谷
八
郎
が
、「
残
り
一
筋
の
矢
を
射
る
上
は
雑
兵
で
は
意
味
が
な

い
。
北
条
、
岡
崎
、
土
肥
、
土
屋
、
加
藤
次
景
門
、
佐
々
木
兄
弟
が
相
手
で
あ
れ
ば
、
不
足

は
無
い
」
と
言
い
放
つ
。
こ
れ
を
聞
い
た
景
門
は
自
分
こ
そ
が
受
け
て
立
と
う
と
表
に
出
よ

う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
傅
の
須
崎
は
押
し
と
ど
め
る
。
須
崎
は
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て

「
景
門
」
と
偽
っ
て
名
告
り
出
、
関
谷
に
最
後
の
矢
を
射
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
後
に

出
て
関
谷
と
戦
う
よ
う
に
進
言
す
る
。
そ
し
て
そ
の
通
り
に
須
崎
は
「
景
門
」
と
名
告
り
を

上
げ
て
表
に
出
る
や
、
忽
ち
関
谷
の
放
っ
た
矢
に
射
殺
さ
れ
る
。
す
ぐ
に
景
門
は
踊
り
出
て

関
谷
八
郎
と
太
刀
で
半
時
ば
か
り
ほ
ど
戦
い
、
景
門
は
八
郎
を
討
ち
取
る
。
こ
の
部
分
に
つ

い
て
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
八
郎
の
名
告
り
を
聞
い
て
、
景
門
が
自
分
か
ら
須
崎
に
身
代

わ
り
を
頼
み
、
代
償
に
須
崎
の
老
母
の
世
話
を
見
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
須
崎
は
長
く
仕
え

た
景
門
の
命
令
故
に
従
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
『
石
ば
し
山
』
で
は
須
崎
が
と
っ
さ

に
自
ら
の
判
断
で
、
主
君
の
身
代
わ
り
を
し
、
代
償
も
求
め
て
い
な
い
。
景
門
と
須
崎
の
間

の
君
臣
関
係
の
描
か
れ
方
に
以
上
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
半
、
景
門
は
そ
の
ま

ま
山
木
判
官
兼
隆
の
城
の
中
に
入
り
、
た
ち
ま
ち
兼
隆
を
取
っ
て
押
さ
え
て
首
を
取
っ
た
。

こ
こ
も
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
景
門
は
城
内
に
入
っ
た
後
、
頼
朝
か
ら
賜
っ
た
長
刀
と
、
兜

を
使
っ
て
小
細
工
を
し
て
討
つ
。
こ
う
し
た
狡
猾
さ
を
『
石
ば
し
山
』
で
は
取
り
上
げ
ず
、

景
門
の
堂
々
と
し
た
武
勇
と
し
て
の
み
描
く
。
そ
し
て
段
末
表
現
で
は
「
此
人
々
の
手
柄
、

貴
賤
上
下
お
し
な
め
、
感
ぜ
ぬ
者
こ
そ
無
か
り
け
れ
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
段
が
頼
朝

を
取
り
巻
く
、
武
士
団
の
活
躍
ぶ
り
を
描
い
た
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

三
段
目
で
注
目
さ
れ
る
の
は
北
条
時
政
の
嫡
子
三
郎
宗
時
の
戦
い
ぶ
り
と
討
死
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
見
ら
れ
ず
、『
石
ば
し
山
』
が
付
け
加
え
た
逸
話
と
考
え
ら

れ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
巻
第
二
十　

楚
効
荆
保
で
「
北
条
次
郎
宗
時
ハ
波
打
ギ
ハ
ヲ

歩
セ
落
ケ
ル
ヲ
、
伊
豆
五
郎
助
久
係
並
テ
取
組
ン
デ
落
ニ
ケ
リ
、
両
虎
相
戦
テ
互
ニ
亡
命
留

名
ケ
リ
」
と
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
戦
い
ぶ
り
は
記
さ
れ
な
い
。

　
『
石
ば
し
山
』
で
は
、
北
条
時
政
と
大
場
三
郎
景
親
が
言
葉
戦
い
を
し
、
業
を
煮
や
し
た

大
場
の
従
兄
弟
荻
野
十
郎
が
時
政
に
戦
い
を
挑
む
と
、
時
政
の
嫡
子
宗
時
が
父
時
政
を
押
し

の
け
て
そ
れ
に
答
え
、
横
手
切
り
で
荻
野
を
倒
す
。
続
い
て
早
業
で
次
々
と
大
場
方
を
倒
し

て
い
く
が
、
い
き
み
の
八
郎
の
首
を
取
っ
た
あ
と
、
大
場
方
の
郎
等
に
散
々
に
切
ら
れ
、
宗

時
は
遂
に
立
腹
を
切
っ
て
息
絶
え
る
。
こ
の
段
で
の
戦
闘
場
面
と
し
て
華
や
か
に
描
か
れ
る

が
、
同
時
に
北
条
時
政
が
嫡
子
を
失
う
場
面
で
も
あ
り
、
時
政
は
頼
朝
側
に
つ
い
て
、
早
々

に
長
男
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

四
段
目
前
半
は
岡
崎
四
郎
義
実
の
嫡
子
真
田
与
一
の
討
死
を
描
き
、
後
半
は
敗
色
濃
く

な
っ
た
頼
朝
勢
が
杉
山
へ
と
落
ち
て
い
く
時
、
佐
々
木
四
郎
高
綱
が
活
躍
す
る
様
子
を
描

く
。

　
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
与
一
が
二
才
の
時
か
ら
親
代
わ
り
と
な
っ
て
育
て
て
き
た
郎
等
文

三
家
安
が
与
一
の
供
と
し
て
出
陣
し
、
与
一
の
討
死
を
知
っ
た
後
、
勇
壮
な
戦
い
を
し
て
自

ら
も
討
死
し
た
様
子
を
詳
し
く
描
く
が
、『
石
ば
し
山
』
で
は
全
て
を
省
略
し
て
い
る
。
与
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一
と
股
野
の
組
み
討
ち
と
死
闘
を
描
く
こ
と
に
焦
点
を
絞
り
、
文
三
の
逸
話
に
つ
い
て
は
意

識
的
に
削
除
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
『
石
ば
し
山
』
で
は
一
段
中
に
「
暗
さ
は
暗
し
」
と
い
う
表
現
を
四
回
も
用
い
、

加
え
て
「
雲
透
き
よ
り
」「
雲
透
き
に
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
こ
の
時
の
天
候
の
悪
さ
、

暗
さ
と
そ
れ
に
よ
る
視
界
の
悪
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
恐
ら
く
当
時
の
舞
台
上
で
は
、
他
場

面
と
照
度
を
変
え
て
演
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
面
の
暗
さ
を
観

客
に
意
識
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
絶
え
ず
言
葉
で
繰
り
返
し
て
語
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
与
一
の
討
死
が
重
病
の
身
の
上
と
、
こ
の
天
候
の
悪
さ
と
の
双
方
に
起

因
し
た
も
の
で
あ
り
、
剛
勇
と
し
て
知
ら
れ
た
与
一
が
こ
の
よ
う
な
形
で
最
期
を
遂
げ
る
こ

と
が
、
源
氏
方
に
と
っ
て
い
か
に
衝
撃
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
描
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
嫡
子
を
失
っ
た
岡
崎
四
郎
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
無
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。『
石

ば
し
山
』
で
は
与
一
が
討
た
れ
た
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

真
田
与
一
義
貞
を
ば
、
景
久
頸
を
取
つ
た
り
と
、
高
ら
か
に
呼
ば
は
れ
ば
、
岡
崎
早
く

聞
き
つ
け
、
君
の
御
前
に
参
り
、
義
貞
こ
そ
討
死
仕
り
候
と
、
申
し
も
果
て
ず
、
涙
を

は
ら
〳
〵
と
流
し
け
り
。
頼
朝
聞
し
召
し
、
あ
ら
不
憫
や
。
汝
が
心
さ
そ
有
る
ら
ん
。

　

与
一
の
親
代
わ
り
と
も
い
う
べ
き
文
三
の
逸
話
を
一
切
削
除
し
た
の
は
、
父
岡
崎
の
悲
し

み
を
描
く
た
め
に
行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
段
目
で
は
北
条
時
宗
の
討
死
を
描
き
、
四
段
目
で
は
真
田
与
一
の
討
死
を
描
く
。
こ
れ

は
頼
朝
に
従
っ
た
二
人
の
武
将
北
条
時
政
と
岡
崎
四
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
に
嫡
子
を
失
っ
た
こ
と

を
描
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
戦
い
の
悲
劇
的
側
面
を
表
現
し
て
い
る
。

　　
　
　
　

四
、「
忠
」
の
意
識

　

初
段
冒
頭
に

扨
も
其
後
、
つ
ら
つ
ら
世
間
を
観
す
る
に
、
臣
忠
を
尽
く
す
時
ん
ば
、
君
是
を
掬
ふ
に

賞
を
以
て
し
、
臣
不
忠
な
る
時
ん
ば
、
君
是
を
報
ふ
に
罰
を
以
て
す
、
賞
罰
禍
福
は
、

己
が
身
に
あ
り

と
あ
る
。
こ
れ
は
初
段
で
は
頼
朝
の
臣
下
藤
九
郎
盛
長
の
行
動
を
指
す
も
の
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、『
石
ば
し
山
』
六
段
全
段
を
貫
く
考
え
方
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
各
段
の
随
所
に
「
忠
」「
忠
孝
」「
不
忠
」
な
ど
の
語
句
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
が
頼
朝
に

対
す
る
各
武
士
の
行
動
様
式
の
意
味
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き

は
、
こ
の
冒
頭
表
現
は
君
に
仕
え
る
臣
下
と
し
て
持
つ
べ
き
心
構
え
を
、
臣
下
の
立
場
か
ら

述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
心
と
な
る
の
は
君
主
の
態
度
・
行
動
で
は
な
く
、
臣
下
側
の

そ
れ
で
あ
る
。
以
下
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

初
段
に
つ
い
て
は
次
の
場
面
で
あ
る
。
頼
朝
が
北
条
時
政
の
娘
の
う
ち
、
当
腹
の
十
九
才

の
娘
に
手
紙
を
送
ろ
う
と
す
る
が
、
使
い
を
命
じ
ら
れ
た
藤
九
郎
盛
長
が
、
先
腹
の
朝
日
の

前
に
こ
そ
手
紙
は
渡
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、
頼
朝
に
内
緒
で
勝
手
に
自
分
で
手
紙
を
書

き
換
え
、
朝
日
の
前
に
渡
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
曾
我
物
語
』
の
該
当
部
分
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、『
石
ば
し
山
』
が
改
変
し
て
い
る
。

　
『
曾
我
物
語
』
で
は
、
頼
朝
が
時
政
に
は
娘
が
沢
山
い
る
と
聞
い
て
好
色
な
気
持
ち
を
起

こ
し
、
内
情
を
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
当
腹
二
人
は
、
こ
と
の
ほ
か
悪
女
な
り
。
先
腹
二

十
一
の
方
へ
、
御
文
な
ら
ば
、
た
ま
は
り
て
ま
い
ら
せ
ん
」
と
言
わ
れ
る
が
、
頼
朝
は
伊
藤

入
道
の
と
こ
ろ
で
先
腹
の
娘
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
継
母
の
嫉
妬
か
ら
事
が
起
こ
っ
た

こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
悪
女
で
も
当
腹
の
娘
に
し
よ
う
と
考
え
て
手
紙
を
書
く
。
し
か
し
盛

長
は
よ
く
よ
く
考
え
、
頼
朝
は
悪
女
で
は
最
後
ま
で
添
い
遂
げ
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
の
結
果

北
条
時
政
か
ら
憎
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
居
場
所
が
な
く
な
る
に
違
い
な
い
と
判
断
し
、

果
報
こ
そ

（
注
８
）（

傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）、
お
と
り
た
て
ま
つ
る
と
も
、
手
跡
は
、
い
か

で
か
お
と
り
た
て
ま
つ
る
べ
き

と
自
分
で
朝
日
御
前
宛
の
手
紙
に
書
き
換
え
て
局
に
渡
す
。
こ
れ
を
『
石
ば
し
山
』
初
段
で

は

つ
く
〳
〵
物
を
案
ず
る
に
、
十
九
の
君
は
、
殊
の
外
の
悪
女
也
、
我
が
君
聞
召
遂
げ
ん

事
難
し
、
さ
あ
ら
ば
結
句
北
条
に
さ
へ
、
御
中
違
わ
せ
給
ふ
べ
し
、
廿
一
の
御
方
へ
取

か
へ
は
や
と
、
忠
に
て
御
文
書
き
直
し
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と
改
め
て
い
る
。

　

こ
こ
に
お
け
る
「
忠
」
の
内
実
と
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
主
君
頼
朝
の
将
来
を
考

え
た
時
に
、
当
腹
の
娘
に
手
紙
を
届
け
て
は
危
う
い
こ
と
に
な
る
。
か
と
い
っ
て
主
君
か
ら

預
か
っ
た
手
紙
を
臣
下
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
勝
手
に
改
竄
す
る
の
は
許
さ
れ
る
行
為
で
は

な
い
。
し
か
し
盛
長
は
敢
え
て
、
主
君
の
危
機
を
救
う
た
め
、
自
ら
判
断
し
切
腹
を
覚
悟
で

こ
の
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
盛
長
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
。
朝
日
の
前
と
結
ば

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
頼
朝
は
時
政
を
確
実
な
味
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

二
段
目
は
「
其
後
、
北
条
時
政
は
、
朝
日
の
前
、
山
木
が
館
を
忍
び
出
、
佐
殿
諸
共
、
伊

豆
の
お
山
に
お
は
し
ま
す
由
聞
く
よ
り
も
、
大
き
に
驚
き
、
兼
隆
が
所
存
も
知
り
難
し
、
又

頼
朝
の
御
事
い
か
ゝ
せ
ん
と
、
呆
れ
果
て
ゝ
、
い
た
り
し
が
」
と
い
う
冒
頭
か
ら
始
ま
る
。

娘
が
頼
朝
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
時
政
が
い
つ
知
り
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
か
に
つ
い

て
は
『
曾
我
物
語
』
と
『
石
ば
し
山
』
で
は
時
期
も
経
緯
も
異
な
る
。

　
『
曾
我
物
語
』
で
は
時
政
が
京
か
ら
下
向
す
る
道
中
で
そ
れ
を
知
る
。
平
家
に
こ
の
こ
と

が
知
れ
て
は
と
動
揺
し
、
ま
た
道
中
同
行
し
て
い
た
山
木
判
官
兼
隆
に
聟
に
し
よ
う
と
既
に

約
束
し
て
い
た
だ
け
に
時
政
は
困
惑
す
る
。
し
か
し
時
政
は
敢
え
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
、

朝
日
御
前
を
頼
朝
の
所
か
ら
取
り
返
さ
せ
て
山
木
の
元
に
嫁
す
。
朝
日
御
前
が
一
夜
も
明
か

さ
ず
に
頼
朝
の
元
に
逃
げ
た
後
、
山
木
は
捜
索
を
続
け
る
も
の
の
行
方
は
知
れ
ず
、
時
政
は

敢
え
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
通
す
。
こ
の
行
為
を
『
曾
我
物
語
』
で
は

伊
東
が
ふ
る
ま
ひ
に
は
か
は
り
た
る
に
や
、
果
報
の
い
た
す
と
こ
ろ
な
り
。

と
し
て
い
る
。

　

一
方
『
石
ば
し
山
』
で
は
時
政
は
、
頼
朝
と
朝
日
の
前
の
関
係
を
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た

（「
此
事
夢
に
も
知
ら
ざ
れ
ば
」）。
知
ら
ず
に
山
木
の
元
に
嫁
し
た
と
こ
ろ
、
朝
日
の
前
の
逃

亡
と
い
う
事
件
が
起
き
、
驚
愕
す
る
。
そ
の
時
時
政
は
次
の
よ
う
に
行
動
し
た
。

忠
に
て
心
を
引
か
へ
し
、
げ
に
〳
〵
我
ら
が
先
祖
、
直
方
は
、
伊
予
の
守
頼
義
を
聟
に

取
、
八
幡
殿
、
其
外
公
達
い
で
き
給
ふ
、
か
つ
う
は
先
祖
の
吉
例
、
其
上
佐
殿
、
今
こ

そ
流
人
に
て
ま
し
ま
す
共
、
一
度
は
御
運
開
き
給
は
ん
事
、
案
の
内
と
存
す
れ
ば
、
密

か
に
移
し
奉
り
、
我
が
身
は
知
ら
ざ
る
体
に
も
て
な
し
、
い
よ
〳
〵
忠
を
尽
く
せ
し

は
、
末
繁
昌
の
基
也
。

　
『
曾
我
物
語
』
で
は
時
政
の
取
っ
た
行
動
が
、
先
を
見
通
し
た
計
算
し
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
て
の
伊
東
祐
親
と
は
異
な
る
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
果
報
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、

『
石
ば
し
山
』
で
は
「
忠
」
の
語
句
を
用
い
て
お
り
、『
曾
我
物
語
』
の
よ
う
に
、
時
政
の
策

略
や
狡
猾
さ
や
見
通
し
、
さ
ら
に
は
運
の
助
け
の
あ
る
も
の
と
い
う
考
え
方
で
は
な
く
、
源

家
の
子
孫
で
あ
る
頼
朝
に
忠
を
尽
く
し
て
臣
下
と
し
て
の
行
動
を
と
る
と
い
う
形
に
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
北
条
家
繁
昌
の
基
と
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
本
作
の
前
作
『
曾
我
物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』
六
段
目
で
、
北
条
時
政
は

伊
藤
祐
親
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て
き
た
頼
朝
を
匿
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
、
一
門
を
集
め
て

意
見
を
聞
く
が
、
時
政
の
考
え
は
「
此
度
頼
ま
れ
申
す
、
後
日
の
奉
公
に
備
へ
ん
と
、
思
ふ

は
い
か
に
」
で
あ
る
。
頼
朝
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
北
条
の
破
滅
と
捉
え
た
つ
の
ざ
き
の
や

太
郎
は
強
硬
に
反
対
す
る
が
、
時
政
は
「
そ
れ
侍
が
一
言
契
約
仕
り
、
た
と
へ
一
命
を
失
ふ

と
も
、
違
変
す
る
事
有
べ
き
か
」
と
押
し
切
る
。
や
太
郎
が
従
わ
な
い
の
で
、
時
政
の
命
に

よ
り
、
嫡
子
時
宗
が
や
太
郎
を
成
敗
す
る
。
段
末
表
現
は

是
と
申
す
も
子
孫
長
く
、
天
下
の
執
権
仕
り
、
栄
華
に
栄
へ
し
、
そ
の
印
と
ぞ
聞
こ
へ

け
る
、
か
の
時
政
の
所
存
、
頼
も
し
き
と
も
中
々
、
貴
賤
上
下
を
し
な
べ
て
、
皆
感
ぜ

ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ

と
な
っ
て
お
り
、
時
政
の
判
断
を
評
価
し
て
い
る
。
一
方
『
曾
我
物
語
』
で
は
「
北
条
四
郎

時
政
が
も
と
に
お
は
せ
し
也
」
と
の
み
あ
っ
て
、
時
政
の
考
え
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
石

ば
し
山
』
で
は
時
政
に
は
頼
朝
を
匿
っ
た
時
か
ら
既
に
頼
朝
側
に
付
く
考
え
と
覚
悟
は
あ
っ

た
と
い
う
前
提
の
元
、
朝
日
の
前
が
頼
朝
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
明
確
に
君
臣
関
係

を
結
ぶ
こ
と
を
決
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
の
判
断
の
拠
り
所
が
「
忠
」
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

三
段
目
で
は
頼
朝
の
元
に
東
国
の
武
士
た
ち
が
結
集
し
、
い
よ
い
よ
石
橋
山
の
合
戦
が
開

始
さ
れ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
を
踏
ま
え
た
部
分
が
あ
る
が
、
三
段
目
は
『
曾
我
物
語
』
に

も
『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
拠
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
最
後
の
部
分
、
伊
東
祐
親

が
追
い
詰
め
ら
れ
る
も
の
の
、
息
子
祐
清
の
加
勢
に
よ
っ
て
虎
口
を
逃
れ
、
そ
の
後
に
、
工
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藤
祐
経
が
、
討
ち
取
っ
た
武
将
の
首
二
つ
を
持
っ
て
、
頼
朝
の
元
に
か
け
つ
け
、
頼
朝
に
仕

え
る
こ
と
を
申
し
出
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
祐
経
が
伊
東
祐
親
に
対
す
る
遺
恨
を
述

べ
、
次
の
よ
う
に
申
し
出
る
。

か
や
う
〳
〵
の
次
第
に
て
、
伊
東
に
遺
恨
候
ゆ
へ
、
同
じ
く
は
祐
親
を
手
に
か
け
、
君

の
御
目
に
か
け
ん
た
め
、
随
分
う
か
ゝ
い
候
へ
共
、
度
々
討
ち
漏
ら
し
、
力
及
は
す
、

是
迄
参
り
候
也
、
も
の
そ
の
数
に
は
候
は
ね
共
、
そ
れ
か
し
が
一
命
を
は
、
君
に
捧
げ

候
。

こ
れ
を
聞
い
た
頼
朝
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

扨
は
祐
経
に
て
有
け
る
か
、
汝
か
心
も
さ
ぞ
有
ら
ん
、
御
分
か
心
を
も
つ
て
、
頼
朝
が

所
存
を
、
察
す
べ
し
、
向
後
忠
を
尽
く
す
べ
し
、
我
本
望
遂
ぐ
る
も
の
な
ら
ば
、
本
領

は
子
細
な
し
。

こ
れ
に
対
し
祐
経
は
「
祐
経
有
か
た
し
〳
〵
と
、
い
よ
〳
〵
忠
を
尽
く
し
け
り
」
と
す
る
。

『
石
ば
し
山
』
で
は
頼
朝
と
祐
経
の
間
で
は
、
伊
東
祐
親
に
対
す
る
恨
み
を
持
つ
点
で
は
共

通
し
て
お
り
、
互
い
に
そ
の
思
い
を
察
し
な
が
ら
、
主
従
関
係
を
結
ぶ
と
し
て
い
る
。
こ
こ

も
忠
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
主
従
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

四
段
目
に
は
「
忠
」
に
関
す
る
語
句
は
使
わ
れ
な
い
が
、
五
段
目
に
は
再
び
「
忠
孝
」
の

語
句
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
段
は
石
橋
山
の
合
戦
で
頼
朝
側
が
敗
れ
、
頼
朝
ら
が
杉
山
の
伏

木
の
中
に
隠
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
を
梶
原
平
三
景
時
と
曾
我
太
郎
祐
信
が
捜
索

し
、
頼
朝
ら
を
見
つ
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
大
場
三
郎
に
は
伏
木
の
中
に
は
誰
も
い
な
い
と

偽
っ
て
助
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
二
十
一
を
踏
ま
え

て
い
る
が
、『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
伏
木
の
中
を
捜
す
の
は
梶
原
一
人
で
曾
我
太
郎
祐
信
は

そ
の
場
に
い
る
が
、
梶
原
と
共
に
伏
木
の
中
に
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
ま
た
頼
朝
が
梶
原

と
顔
を
見
合
わ
せ
、
頼
朝
は
自
害
し
よ
う
と
し
て
刀
に
手
を
か
け
よ
う
と
し
た
時
、
梶
原
が

次
の
よ
う
に
言
う
。

暫
ク
相
待
給
へ
、
助
ケ
奉
ベ
シ
。
軍
に
勝
給
タ
ラ
バ
公
忘
給
ナ
。

こ
の
部
分
を
『
石
ば
し
山
』
で
は
次
の
よ
う
に
改
変
し
て
い
る
。
ま
ず
『
石
ば
し
山
』
で
は

梶
原
と
共
に
曾
我
太
郎
祐
信
二
人
が
伏
木
の
中
に
入
る
。
二
人
は
頼
朝
と
顔
を
合
わ
せ
、
頼

朝
が
自
害
し
よ
う
と
す
る
の
を
二
人
が
引
き
留
め
る
。
そ
し
て

暫
く
御
待
ち
候
べ
し
、
御
運
を
開
か
せ
給
は
ゝ
、
今
の
忠
孝
忘
れ
給
ふ
な 

と
頼
朝
に
対
し
て
言
う
の
で
あ
る
。

　
『
源
平
盛
衰
記
』
で
の
こ
の
部
分
は
「
公
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
諸
本
の
校
異
に
よ
れ
ば

（
注
９
）

「
公
（
き
み
）」
つ
ま
り
頼
朝
を
指
す
意
味
と
、「
奉
公
」
梶
原
が
行
っ
た
頼
朝
の
命
を
助
け

た
行
為
を
指
す
意
味
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。「
奉
公
」
の
意
味
で
あ
れ
ば
、「
御
恩
」
と

「
奉
公
」
の
関
係
性
の
中
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
梶
原
が
頼
朝
の
命
を
救
っ
た
行
動
は
今

後
の
頼
朝
か
ら
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
御
恩
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

『
石
ば
し
山
』
の
「
忠
孝
」
は
、
梶
原
と
曽
我
太
郎
祐
信
が
、
今
後
頼
朝
を
君
主
と
し
て
仰

ぐ
意
識
が
明
ら
か
で
あ
り
、
頼
朝
に
対
す
る
忠
誠
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　

六
段
目
は
杉
山
の
伏
木
隠
れ
で
九
死
に
一
生
を
得
た
頼
朝
が
、
再
び
武
蔵
の
国
に
入
り
、

そ
こ
に
畠
山
重
忠
が
白
旗
を
掲
げ
て
や
っ
て
来
る
。
頼
朝
は
重
忠
の
父
親
を
は
じ
め
親
族
が

平
家
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
警
戒
す
る
が
、
重
忠
は
頼
朝
を
説
得
す
る
。
そ
の
折
「
君
の
御
た

め
、
い
さ
ゝ
か
不
忠
も
候
は
す
」
と
い
う
語
句
が
出
て
く
る
。
頼
朝
は
重
忠
を
臣
下
と
す
る

こ
と
と
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
頼
朝
に
仕
え
る
武
士
た
ち
を
描
く
時
、『
石
ば
し
山
』
で
は
臣
下
の

「
忠
」
に
よ
り
君
臣
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
果
報
」
と
い
う
語
句
は
、『
曾
我
物
語
』
で
は
盛
長
や
北
条
時
政
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、

『
石
ば
し
山
』
で
は
頼
朝
に
対
し
て
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
『
曾
我
物
語
』
や

『
源
平
盛
衰
記
』
と
は
異
な
る
『
石
ば
し
山
』
の
君
臣
関
係
に
対
す
る
視
点
が
現
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

　
『
石
ば
し
山
』
で
「
果
報
」
の
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
を
確
認
し
て
み
る
と
、
五
段

目
の
段
末
表
現
「
佐
殿
の
御
勢
、
程
な
く
十
万
余
騎
に
成
給
ふ
、
昨
日
に
変
わ
り
し
御
威

勢
、
頼
朝
の
御
果
報
、
何
に
譬
へ
ん
方
も
無
し
」
と
、
六
段
目
段
末
表
現
「
頼
朝
は
、
日
本

国
を
、
思
ひ
の
ま
ゝ
に
打
ち
従
へ
、
征
夷
大
将
軍
の
、
武
将
に
具
わ
り
給
ひ
け
り
、
頼
朝
の

御
果
報
、
貴
賤
上
下
お
し
な
へ
て
、
皆
感
ぜ
ぬ
者
こ
そ
無
か
り
け
れ
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
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頼
朝
が
強
運
に
恵
ま
れ
た
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
。『
石
ば

し
山
』
で
は
強
運
に
恵
ま
れ
た
頼
朝
の
元
に
「
忠
」
を
尽
く
す
臣
下
が
集
ま
る
こ
と
に
よ

り
、
頼
朝
の
天
下
掌
握
が
実
現
し
た
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

五
、
ま
と
め

　

古
浄
瑠
璃
『
石
ば
し
山
』
は
流
人
で
あ
っ
た
源
頼
朝
が
東
国
の
武
士
団
を
味
方
に
付
け
、

遂
に
は
天
下
を
治
め
る
に
至
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
の
特
色
と
し
て
は
次
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
『
曾
我
物
語
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
北
条
時
政
の
娘
朝
日
の

前
の
描
き
方
を
改
変
し
、
頼
朝
の
運
気
を
具
体
的
に
動
か
す
契
機
と
な
っ
た
の
が
朝
日
の
前

の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
構
成
の
仕
方
で
あ
る
。
二
つ
に
は
合
戦
場
面
を
描
く
場
合
に
『
源

平
盛
衰
記
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
数
人
の
武
将
の
武
勇
譚
を
描
く
形
を
取
り
、
同
時
に
二
人

の
若
者
の
討
死
を
描
き
、
そ
の
父
親
の
嘆
き
に
も
触
れ
て
合
戦
の
中
の
悲
劇
も
描
い
て
い

る
。
三
つ
に
は
臣
下
に
よ
る
「
忠
」
が
頼
朝
の
天
下
掌
握
を
導
い
た
と
し
て
、
頼
朝
と
臣
下

の
関
係
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
つ
め
の
朝
日
の
前
の
描
き
方
の
改
変
に
つ
い
て
は
、
人
形
浄
瑠
璃
で
あ
る
故
の
制
約
も

手
伝
っ
て
い
る
面
が
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
曾
我
物
語
』
で
は
吉
夢
や
霊
夢
な
ど
、
多

く
の
夢
に
つ
い
て
の
話
が
重
ね
て
書
か
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
頼
朝
の
開
運
が
次
第
に
確
実
な

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
舞
台
芸
能
で
あ
る
人

形
浄
瑠
璃
で
は
、
こ
の
方
式
で
は
舞
台
的
効
果
は
望
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
朝
日
の
前
の
人

物
造
形
を
『
曾
我
物
語
』
よ
り
も
強
く
、
行
動
的
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
頼
朝
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
が
具
体
的
に
見
え
る
形
と
な
り
、
そ
の
運
気
の
強
さ
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
め
の
合
戦
の
描
き
方
も
、
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
武
者
の
一
騎
打
ち
は
人
形
の
働
き
が
あ
り
、
舞
台
効
果
が
最
も
上
が
る
も
の
で
あ

る
。
言
葉
戦
い
や
名
告
り
も
面
白
く
聞
か
せ
る
所
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
、
各

武
将
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
加
藤
次
景
門
な
ど

は
『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
事
に
比
べ
る
と
平
板
な
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

三
つ
め
の
「
忠
」
の
問
題
は
、
初
段
の
冒
頭
表
現
の
あ
り
方
に
も
関
係
す
る
。
角
田
一
郎

氏
が
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く

）
₁₀

（
注

、
古
浄
瑠
璃
の
初
段
冒
頭
に
序
詞
が
あ
る
の
は
『
い
け
ど
り
夜
う

ち
』（
寛
永
二
十
年
刊
）
に
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
本
作
も
こ
の
序
詞
が
あ
る
も
の
で
あ

り
、
表
現
内
容
は
本
作
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
性
を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
の
人
形

浄
瑠
璃
作
品
に
、
こ
の
序
詞
は
延
々
と
継
承
さ
れ
、
作
品
を
貫
く
テ
ー
マ
を
示
す
重
要
な
語

り
出
し
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
作
の
制
作
が
、
一
作
品
の
中
で
一
つ
の
テ
ー

マ
を
元
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
元
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、「
忠
」
の
意

識
に
基
づ
く
君
臣
関
係
、
と
り
わ
け
臣
下
の
態
度
と
行
動
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
成
果

が
君
主
頼
朝
を
押
し
上
げ
て
、
天
下
掌
握
へ
と
導
い
た
と
す
る
書
き
方
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
同
時
に
、
人
形
浄
瑠
璃
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
序
詞
を
用
い
る
構
成
が
意
識
さ
れ
て

い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
浄
瑠
璃
『
石
ば
し
山
』
は
、
頼
朝
天
下
掌
握
の
テ
ー
マ
の

元
、『
曾
我
物
語
』『
源
平
盛
衰
記
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
古
浄
瑠
璃
と
し
て
の
構
成
意
識
に

基
づ
き
、
舞
台
芸
能
と
し
て
の
効
果
を
あ
げ
る
べ
く
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。

　　
　
　
　

注

（
1
） 『
古
浄
瑠
璃
正
本
集　

第
二　

増
訂
版
』
一
九
八
二
年　

角
川
書
店
。『
石
ば
し
山
』
解
題
。

（
2
） 

安
田
富
貴
子
氏
「
紀
州
和
歌
山
宇
治
の
産
・
宇
治
加
賀
掾
の
世
界
」『
古
浄
瑠
璃
―
太
夫
の
受
領
と

そ
の
時
代
』
一
九
九
八
年　

八
木
書
店
。

（
3
） 「
古
浄
瑠
璃
『
ゆ
い
せ
き
諍
』『
曾
我
物
語　
か
わ
づ
ま
た
の
す
ま
ひ
ろ
ん
』
の
特
色
―
叙
事
文
学
の
演
劇

化
―
」
東
京
学
芸
大
学
紀
要　

人
文
社
会
科
学
系
Ⅰ　

第
六
十
三
集　

p.p137

〜147

。
二
〇
一

二
年
一
月

（
4
） 

注
１
と
同
書
。

（
5
） 

一
九
七
四
年　

岩
波
書
店
。
底
本
は
東
京
大
学
附
属
図
書
館
青
洲
文
庫
蔵　

十
行
古
活
字
本
。

（
6
） 

一
九
九
四
年　

三
弥
井
書
店
。
底
本
は
内
閣
文
庫
蔵
慶
長
古
活
字
版
。

（
7
） 「
こ
の
二
十
一
の
君
を
ば
、
父
こ
と
に
不
便
に
お
も
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
鏡
を
ゆ
づ
り
け
る
と
か
や
。」

（
8
） 
こ
の
「
果
報
」
は
頼
朝
の
果
報
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
盛
長
は
頼
朝
ほ
ど
の
果
報
を
持
ち
合
わ
せ

な
い
が
、
手
跡
に
関
し
て
は
頼
朝
に
は
劣
ら
な
い
と
い
う
文
脈
。

（
9
） 

注
６
同
書
の
校
異
に
よ
れ
ば
、
近
衛
本
に
「
き
み
」
蓬
左
本
に
「
奉
公
」
と
す
る
。

（
10
） 「
叙
事
文
学
か
ら
劇
文
学
へ
の
歩
み
―
古
浄
瑠
璃
曾
我
物
語
七
巻
物
を
中
心
に
―
」
帝
京
大
学
文
学

部
紀
要
（
国
語
国
文
学
）
第
一
九p.p151

〜174

。
一
九
八
七
年
一
〇
月
。
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本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
二
〇
〇
九
年
度
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
古
典
文
学
Ｌ
の
授
業
、
二
〇
一
一

年
度
國
學
院
大
學
大
学
院
日
本
文
学
特
論
Ａ
Ⅶ
の
授
業
に
お
け
る
購
読
の
成
果
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得

た
。
授
業
参
加
者
の
熱
心
な
取
り
組
み
に
対
し
記
し
て
感
謝
す
る
。

－ 88 －

東 京 学 芸 大 学 紀 要　人文社会科学系Ⅰ　第64集（2013）


