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浄
瑠
璃
は
、
歌
舞
伎
と
な
ら
ん
で
近
世
に
行
な
わ
れ
た
演
劇
で
あ
る
操
り
浄
瑠
璃
の
台
本
で
あ
る
。

　
操
り
浄
瑠
璃
は
、
浄
瑠
璃
操
り
、
人
形
操
り
浄
瑠
璃
、
人
形
芝
居
、
操
り
芝
居
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
の
後
期
以
降
は
文
楽
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
文
楽
と
は
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
ー
一
八
〇
〇
）
、
大
坂
の
高
津
橋
南
詰
に
席
を
設
け
て
、
人
形
浄
瑠
璃

の
興
行
を
し
た
淡
路
出
身
の
興
業
師
植
村
文
楽
軒
の
名
に
ち
な
む
。
植
村
文
楽
軒
の
芝
居
は
、
江
戸
時
代
、
処
灯
を
転
々
と
移
動
し
、
そ

の
土
地
の
名
で
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
明
治
五
年
に
正
式
に
文
楽
座
の
名
を
採
用
し
、
昭
和
三
十
一
年
に
は
道
頓
堀
に
小
屋
を
新

築
し
、
同
三
十
八
年
に
朝
日
座
と
改
称
、
財
団
法
人
文
楽
協
会
を
発
足
さ
せ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
浄
瑠
璃
は
、
人
形
芝
居
の
舞
台
と
切
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
当
然
、
浄
瑠
璃
の
歴
史
は
操
り
浄
瑠
璃
の
歴
史
と
深
く

交
渉
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
操
り
浄
瑠
璃
の
歴
史
の
一
環
と
し
て
浄
瑠
璃
の
歴
史
は
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
操
り
浄
瑠
璃
の
歴
史
は
、
普
通
、
古
浄
瑠
璃
時
代
と
当
流
（
新
）
浄
瑠
璃
時
代
と
に
二
分
し
、
前
者
は
、
浄
瑠
璃
、
人
形
、
三
味
線
の
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結
合
に
よ
る
操
り
浄
瑠
璃
の
成
立
、
そ
の
後
の
京
・
江
戸
・
大
坂
の
隆
盛
を
な
が
め
、
や
が
て
、
竹
本
義
太
夫
や
近
松
門
左
衛
門
ら
の
活

躍
す
る
当
流
浄
瑠
璃
の
時
代
を
迎
え
る
に
い
た
る
ま
で
を
あ
つ
か
う
。
こ
れ
に
つ
づ
く
当
流
浄
瑠
璃
の
時
代
は
、
竹
本
座
と
豊
竹
座
の
対

抗
に
よ
る
全
盛
と
哀
退
の
過
程
を
の
ぺ
、
文
楽
の
時
代
に
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
操
り
浄
瑠
璃
の
歴
史
の
大
ま
か
な
展
望
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
以
前
に
、
人
形
、
浄
瑠
璃
、
三
味
線
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に

単
独
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
経
過
を
な
が
め
、
操
り
浄
瑠
璃
の
前
史
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
浄
瑠
璃
史
の
記
述
は
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
そ
の
使
命
を
大
体
全
う
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
さ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
浄
瑠
璃
史
に
つ
い
て
の
著
作
は
、
お
お
む
ね
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
成
立
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
小
さ
な
試
み
と
し
て
、
浄
瑠
璃
の
史
的
展
開
を
、
当
時
の
時
代
精
神
、
人
間
観
、
世
界
観
と
関
連
七
．
・
て
坤
解
　
一

す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
み
た
い
。
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浄
瑠
璃
は
、
操
り
浄
瑠
璃
の
台
本
と
し
て
舞
台
に
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
観
客
の
好
み
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
興

行
の
成
績
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
課
題
と
な
り
、
そ
の
作
品
の
価
値
は
、
当
り
、
不
当
り
と
い
う
こ
と
で
判
断
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
、
浄

瑠
璃
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
観
客
意
識
の
共
通
項
の
代
弁
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
浄
瑠
璃
作
品
の
分
析
を

通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
庶
民
意
識
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
浄
瑠
璃
作
品
は
、
当
時
の
庶
民
の
代
弁
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
未
来
や
運
命
の
予
言
者
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す

ぐ
れ
た
作
者
の
手
に
か
か
っ
た
浄
瑠
璃
作
品
は
、
思
い
も
か
け
ぬ
啓
示
や
衝
撃
を
観
客
に
与
え
、
作
品
に
接
し
終
っ
た
瞬
間
の
か
れ
ら
を

以
前
の
か
れ
ら
の
存
在
と
全
く
別
種
の
存
在
に
変
容
さ
せ
る
。
す
ぐ
れ
た
演
劇
作
品
は
、
一
つ
の
人
間
観
や
世
界
観
を
内
に
は
ら
み
、
哲

学
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
浄
瑠
璃
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
時
代
精
神
や
宇
宙
観
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、



そ
の
逆
に
、
当
時
の
時
代
精
神
や
宇
宙
観
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
当
該
作
品
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
考
え
方
の
根
底
に
は
、
す
ぐ
れ
た
演
劇
は
、
ひ
と
つ
の
時
代
、
ひ
と
つ
の
社
会
の
芸
術
的
表
現
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
存
在
す
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
浄
瑠
璃
の
作
者
は
、
古
浄
瑠
璃
時
代
に
は
多
く
不
明
で
あ
り
、
当
流
浄
瑠
璃
の
時
代
に
な
っ
て
近
松
が
あ
ら
わ
れ
、
以
後
の
作
品
は
大

体
作
者
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
作
者
が
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、
全
体
に
わ
た
っ
て
責
任
を
負
う
て
い
た
の
は
、
近
松
の
活
躍
し

た
わ
ず
か
な
時
期
だ
け
で
、
間
も
な
く
、
浄
瑠
璃
は
合
作
時
代
と
な
り
、
一
作
品
に
複
数
の
作
者
が
関
与
し
、
個
々
の
作
者
の
執
筆
し
た

部
分
が
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
合
作
浄
瑠
璃
は
、
時
代
の
多
様
化
に
つ
れ
て
、
複
数
の
眼
に
よ
っ
て
多
元
的
に
描
写
す
る
の
で
な
け
れ
ば
時
代
を
把
え
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
実
に
対
応
す
る
。
文
楽
の
時
代
に
な
っ
て
す
ぐ
れ
た
新
作
浄
瑠
璃
が
あ
ら
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
元
的
統
一
原
理
に
よ
る
世
界
把
握
が
可
能
で
あ
っ
た
語
り
物
の
時
代
の
終
焉
を
意
味
し
、
合
作
浄
瑠
璃
は
語
り
物
性
を
破
壊
し
て
歌
舞

伎
に
近
づ
こ
う
と
し
て
つ
い
に
自
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
世
三
百
年
に
わ
た
る
長
期
の
操
り
浄
瑠
璃
の
歴
史
で
、
作
者
が
単
独
に
作
品
を
生
み
だ
し
た
時
代
は
、
近
松
が
活
躍
し
し
汎
卜
年
に

満
た
な
い
短
期
澗
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
前
は
作
者
が
不
明
で
あ
り
、
以
後
は
、
作
者
名
は
判
明
し
て
も
、
執
筆
分
担
価
所
は
明
ら
か
で
な

い
。

　
こ
の
事
実
は
、
ま
た
、
浄
瑠
璃
と
い
う
戯
曲
形
式
の
存
在
に
と
っ
て
、
作
者
の
個
性
は
、
本
来
的
に
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
松
の
活
躍
し
た
半
世
紀
は
、
浄
瑠
璃
史
に
と
っ
て
い
わ
ば
例
外
の
時
代
で
あ
り
、
作
者
の

個
性
の
埋
も
れ
て
い
た
そ
の
前
後
の
時
代
こ
そ
が
、
本
来
の
浄
瑠
璃
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
の
歴
史
に
お
い
て
、
し
か
し
、
も
っ
と
も
芸
術
性
の
高
い
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
例
外
的
な
近
松
の

活
躍
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
お
の
ず
か
ら
、
こ
の
近
松
の
活
躍
し
た
時
代
、
こ
と
に
近
松
の
作
品
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
、
か
れ
の
作
品
の
芸
術
性
の
解
明
と
、
そ
こ
に
包
含
さ
れ
る
世
界
観
の
解
読
に
多
く
の
力
が
注
が
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
前
後
の
時
代
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
凡
庸
な
作
も
ま
た
そ
の
時
代
の
必
然
を
反
映
し
て
い
る
と

す
る
観
点
は
つ
ね
に
保
持
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

語
リ
物
と
物
語

　
浄
瑠
璃
は
語
り
物
の
一
種
で
あ
る
。
語
り
物
は
、
あ
る
筋
を
伴
っ
た
内
容
を
ゆ
る
や
か
な
節
を
つ
け
な
が
ら
、
一
定
の
長
さ
に
切
っ
て

語
る
も
の
で
あ
る
。
筋
の
あ
る
内
容
を
語
る
叙
事
性
と
い
う
点
で
は
、
昔
話
や
伝
説
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
節
を
つ
け
る
と
い
う
点
で

は
民
謡
に
似
通
う
が
、
叙
事
性
と
旋
律
性
の
両
者
を
兼
ね
そ
な
え
る
点
に
語
り
物
の
特
色
が
あ
る
。

　
語
る
の
「
か
た
」
は
、
心
を
よ
せ
、
あ
が
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
カ
タ
ツ
（
崇
）
や
、
え
こ
ひ
い
き
を
し
、
ま
た
、
仲
間
と
し
て
同
心

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
カ
タ
ム
ク
・
カ
タ
チ
ハ
フ
（
阿
党
）
、
カ
タ
ハ
フ
（
償
・
比
周
）
な
ど
の
語
の
「
か
た
」
と
関
係
が
あ
る
と
い
わ

れ
、
語
る
は
、
つ
よ
く
相
手
（
聞
き
手
）
を
考
慮
し
た
言
語
行
動
で
あ
っ
た
（
阪
倉
篤
義
「
語
り
物
の
歴
史
と
浄
瑠
璃
の
成
立
」
〈
日
本

の
古
典
芸
能
第
七
巻
『
浄
瑠
璃
』
〉
参
照
）
。

　
柳
田
国
男
氏
は
、
語
る
の
意
義
を
、
も
と
相
手
の
気
持
を
ひ
き
入
れ
て
、
一
種
の
精
神
的
協
同
を
な
す
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
、
異
性

に
同
意
を
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
聞
き
手
を
信
じ
さ
せ
る
特
殊
な
も
の
を
言
い
を
す
る
意
味
に
も
な
り
、
さ
ら
に
堕
落
し
て
は
、
人
を
あ

ざ
む
く
意
味
に
も
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
ら
れ
る
（
『
口
承
文
芸
史
考
』
）
。
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語
り
の
源
流
は
古
代
の
神
話
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
は
神
に
つ
い
て
語
る
説
話
で
あ
り
、
こ
の
世
の
は
じ
め
に
お

け
る
出
来
事
、
こ
と
に
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
持
つ
、
宇
宙
・
人
類
・
文
化
な
ど
の
起
原
を
神
の
事
跡
に
托
し
て
語

る
伝
承
説
話
で
あ
る
。
神
話
は
律
語
の
形
式
を
そ
な
え
、
神
の
こ
と
ば
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
語
り
部
に
よ
っ
て
語
り
つ
が
れ
た
。

　
語
り
物
は
大
ま
か
に
い
っ
て
三
つ
の
型
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
宮
廷
の
語
り
部
で
、
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
記
載
の
あ
る
中

臣
志
斐
連
、
阿
倍
志
斐
連
、
　
『
万
葉
集
』
巻
三
に
出
て
く
る
志
悲
娼
な
ど
が
そ
の
例
で
、
ま
た
、
稗
田
阿
礼
の
属
し
た
猿
女
君
氏
や
さ
ら

に
斎
部
氏
に
も
宮
廷
の
語
り
部
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
特
色
は
多
く
宮
廷
の
祭
祀
関
係
の
職
掌
を
担
当
し
、
大
和

朝
廷
に
直
属
し
、
天
岩
屋
戸
の
神
話
や
天
孫
降
臨
の
物
語
な
ど
、
　
『
記
紀
』
の
中
心
と
な
る
伝
承
を
語
り
伝
え
た
。

　
次
に
、
右
の
宮
廷
の
語
り
部
に
対
し
て
地
方
の
語
り
部
が
存
在
し
た
。
こ
の
地
方
の
語
り
部
の
存
在
は
、
「
戸
籍
」
「
賑
給
歴
名
帳
」

「
計
会
帳
」
な
ど
の
断
片
的
資
料
と
、
平
安
時
代
以
降
の
『
貞
観
儀
式
』
　
『
延
喜
式
』
　
『
北
山
抄
』
　
『
江
家
次
第
』
な
ど
に
よ
っ
て
証
明

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
践
柞
大
嘗
祭
に
あ
た
っ
て
、
伴
・
佐
伯
に
率
い
ら
れ
た
語
り
部
た
ち
は
「
古
詞
」
を
奏
し
た
。
そ
の

「
古
詞
」
は
、
地
方
豪
族
の
家
に
ま
つ
わ
る
口
承
詞
章
を
主
な
内
容
と
し
、
地
方
の
首
長
が
王
権
に
服
属
し
た
次
第
と
そ
の
服
属
の
誓
約

を
合
ん
で
い
た
。

　
第
三
に
は
、
本
来
が
諸
国
の
語
り
部
で
あ
り
な
が
ら
、
宮
廷
に
召
集
さ
れ
て
宮
廷
の
語
り
部
に
な
り
在
京
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

例
と
し
て
は
伊
勢
の
海
入
部
の
出
身
で
宮
廷
に
召
さ
れ
て
「
海
人
駈
使
」
と
な
り
な
が
ら
、
語
り
の
部
門
を
担
当
し
た
天
語
部
が
あ
げ
ら

れ
る
。
　
『
古
事
記
』
の
神
代
の
巻
に
あ
る
神
語
四
首
、
同
書
「
雄
略
記
」
に
あ
る
天
語
歌
三
首
な
ど
は
こ
の
天
語
部
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
歌
は
た
ん
な
る
民
謡
で
は
な
く
芸
謡
的
傾
向
や
宮
廷
讃
歌
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
天
語
部
は
主
に
歌
謡
的
詞
章
の
制
作

と
伝
承
を
受
け
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
黒
沢
幸
三
「
語
部
」
　
『
日
本
古
典
文
学
史
の
基
礎
知
識
』
、
上
田
正
昭
「
語
り
部
の
機
能
と
実
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態
」
　
『
日
本
古
代
国
家
論
究
』
）
。

　
平
安
時
代
の
物
語
類
の
源
流
も
こ
う
し
た
語
り
部
の
語
り
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
語
り
事
の
系
譜
か
ら
『
竹
取
物
語
』
を
祖
型
と

す
る
よ
う
な
物
語
文
学
が
生
ま
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
仮
名
文
字
の
成
立
、
中
国
散
文
小
説
の
移
入
、
日
本
古
伝
説
の
漢
文
に
よ
る
小
説

化
な
ど
の
条
件
が
と
と
の
う
必
要
が
あ
っ
た
。
物
語
の
も
の
の
源
義
は
物
体
、
対
象
な
ど
の
意
と
も
（
大
野
晋
「
『
も
の
』
と
い
う
言

葉
」
　
『
講
座
古
代
文
学
』
、
岩
波
新
書
『
日
本
語
を
さ
か
の
ぼ
る
』
）
、
霊
魂
・
霊
威
と
も
（
三
谷
栄
一
『
物
語
文
学
史
論
』
、
他
）
い

わ
れ
る
が
、
語
り
が
伝
承
性
を
重
ん
じ
る
の
に
対
し
、
物
語
は
つ
く
り
だ
さ
れ
た
語
り
で
あ
っ
た
。

　
お
な
じ
平
安
時
代
に
生
ま
れ
た
物
語
類
で
も
、
　
『
大
和
物
語
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
各
種
の
説
話
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
由
縁
を

語
る
伝
承
性
が
つ
よ
く
、
歌
と
そ
の
創
作
事
情
「
時
・
所
・
人
」
と
は
、
な
お
、
あ
る
程
度
の
事
実
に
も
と
つ
く
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
歌
物
語
で
も
、
　
『
伊
勢
物
語
』
の
諸
短
編
で
は
、
歌
と
話
と
の
結
び
つ
き
に
創
作
性
が
入
り
こ
み
、
事
実
性
は

稀
薄
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
創
作
物
語
の
頂
点
に
『
源
氏
物
語
』
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
語
り
に
お
け
る
時
．
所
．
人
の
制
約
を
脱
却
し
て
、
自

由
な
創
作
意
識
に
も
と
つ
く
高
い
文
芸
性
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
ま
す
ま
す
つ
よ
め
ら
れ
て
、
中
世
．
近
世
の
物
語
や
小

説
の
散
文
文
芸
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
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唱
　
　
導
　
　
文
　
　
芸

　
以
上
の
よ
う
な
文
字
に
定
着
さ
れ
て
文
芸
化
し
て
い
っ
た
物
語
の
流
れ
と
は
別
に
、
口
承
的
な
語
り
の
正
統
は
、
大
陸
か
ら
渡
来
し
た

仏
教
宣
伝
の
課
諦
・
表
白
・
説
経
・
教
化
な
ど
の
唱
導
文
芸
を
媒
介
と
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
琵
琶
法
師
の
芸
に



大
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
初
期
の
唱
導
文
芸
を
支
え
た
の
は
、
仏
教
の
説
経
師
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
文
献
上
に
説
経
師
と
思
わ
れ
る
も
の
が
最
初
に
あ

ら
わ
れ
る
の
は
、
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
六
）
の
年
記
を
持
つ
最
古
の
写
経
と
い
わ
れ
る
知
識
経
の
「
金
剛
場
陀
羅
尼
経
」
巻
一
奥
書

に
「
教
化
僧
宝
林
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
（
永
井
義
憲
『
日
本
仏
教
文
学
』
）
。

　
こ
の
説
経
師
の
具
体
的
活
動
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
平
安
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
、
　
『
枕
草
子
』
に
、

　
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
。
講
師
の
顔
を
つ
と
ま
も
ら
へ
た
る
こ
そ
そ
の
説
く
こ
と
の
た
ふ
と
さ
も
お
ぼ
ゆ
れ

と
あ
る
の
が
著
名
で
あ
る
。
鎌
倉
末
期
成
立
の
『
二
中
歴
』
の
巻
十
三
に
は
、
　
「
名
人
」
の
項
に
「
説
経
」
と
し
て
、
賀
縁
、
湛
然
、
静

昭
以
下
全
部
で
十
五
人
の
説
法
の
名
人
上
手
の
名
を
伝
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
説
経
師
の
代
表
的
人
物
が
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に

か
け
て
活
躍
し
た
澄
憲
（
一
一
二
五
－
一
二
〇
三
）
で
あ
っ
た
。

　
澄
憲
は
信
西
藤
原
通
憲
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
比
叡
山
に
上
っ
て
、
珍
兼
に
つ
い
て
天
台
の
学
を
修
め
た
。
安
元
三
年
（
＝
七
七
）
、

と
き
の
天
台
座
主
明
雲
が
伊
豆
に
配
流
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
送
っ
て
途
中
で
一
心
三
観
の
血
脈
を
伝
え
ら
れ
た
。
の
ち
、
京
の
安
居
院
に

住
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
唱
導
に
つ
と
め
、
そ
の
哀
娩
の
説
経
ぶ
り
は
聞
く
ひ
と
の
肺
腋
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
い
う
。
そ
の
子
孫
聖
覚
・
隆
承
ら

が
、
あ
い
つ
い
で
唱
導
の
業
を
伝
え
、
安
居
院
流
の
唱
導
は
園
城
寺
の
定
円
の
流
れ
を
く
む
三
井
寺
派
と
並
ん
で
一
世
を
風
靡
し
た
。
澄

憲
の
説
経
は
、
　
『
言
泉
集
』
　
『
唱
導
抄
』
　
『
澄
憲
作
文
集
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
語
り
口
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
経
僧
が
、
末
流
に
な
る
と
、
教
団
の
支
配
を
脱
し
て
、
専
門
芸
能
者
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
看
聞
御
記
』
の
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
六
月
二
八
日
の
条
に
、

　
大
光
明
寺
客
僧
有
物
語
上
手
云
々
。
自
長
老
被
挙
申
之
間
被
召
之
。
酒
宴
御
肴
語
之
。
凡
弁
説
吐
玉
。
言
詞
散
花
。
聴
衆
感
歎
断
腸
。
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と
あ
り
、
同
七
月
三
日
の
条
に
、

　
先
日
物
語
僧
又
被
召
語
之
。
山
名
奥
州
謀
反
事
一
部
語
之
。
有
其
興
。

と
あ
る
物
語
僧
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
物
語
僧
が
語
っ
て
い
る
「
山
名
奥
州
謀
反
事
」
と
は
、
明
徳
元
い
年
（
一
三
九

〇
）
に
、
足
利
義
満
が
山
名
氏
清
等
の
乱
を
討
伐
し
た
顛
末
を
記
し
た
軍
記
物
語
の
『
明
徳
記
』
を
さ
し
て
い
る
。
か
れ
ら
が
こ
う
し
た

軍
記
物
語
を
語
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
の
ち
の
お
伽
衆
の
役
ど
こ
ろ
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
お
伽
衆
は
こ
う
し
た
物
語
僧
の
系
譜
を

引
く
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

琵
　
　
琶
　
　
法
　
　
師

　
語
り
の
芸
を
集
成
し
た
の
が
琵
琶
法
師
で
あ
る
。
琶
琵
法
師
と
は
、
琵
琶
の
伴
奏
に
よ
っ
て
叙
事
詩
を
語
っ
て
歩
い
た
盲
目
の
芸
人
で

あ
る
。

　
琵
琶
と
い
う
楽
器
は
、
古
代
に
ペ
ル
シ
ャ
（
イ
ラ
ン
）
地
方
に
起
り
、
こ
れ
が
、
ア
ジ
ア
大
陸
を
東
へ
運
ば
れ
て
漢
時
代
に
中
国
に
は

い
り
、
さ
ら
に
、
七
世
紀
の
末
ご
ろ
、
中
国
か
ら
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
伝
来
し
た
。
日
本
で
は
、
雅
楽
の
合
奏
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
、

士
太
夫
の
も
て
あ
そ
び
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
ま
た
、
遊
女
が
こ
れ
を
弾
い
て
、
駅
亭
の
旅
客
の
旅
愁
を
な
ぐ
さ
め
て
い
た
こ
と
は
、

『
本
朝
無
題
詩
』
の
釈
蓮
禅
の
詩
に
「
聴
妓
女
之
琵
琶
有
感
」
と
題
す
る
七
言
の
詩
が
あ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
琵
琶
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
盲
法
師
の
手
に
渡
っ
て
、
職
業
と
し
て
広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
そ
の
起
原
伝
説
と
し
て

は
、
『
今
昔
物
語
』
や
『
江
談
抄
』
に
、
宇
多
天
皇
の
皇
子
式
部
卿
宮
敦
実
親
王
の
雑
色
に
蝉
丸
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
琵
琶
の
名
手
で

あ
っ
た
が
、
盲
目
と
な
っ
て
、
逢
坂
に
庵
を
造
っ
て
住
み
、
こ
こ
へ
、
源
博
雅
と
い
う
も
の
が
、
三
年
も
毎
日
通
い
、
秘
曲
流
泉
、
啄
木
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を
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
は
な
し
が
み
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
　
『
源
平
盛
衰
記
』
や
謡
曲
『
蝉
丸
』
に
な
る
と
、
蝉
丸
は
延
喜
帝
の
第
四
の

皇
子
で
あ
り
、
そ
こ
で
そ
の
庵
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
四
の
宮
と
い
う
と
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
起
原
伝
説
は
か
な
ら
ず
し
も
信
頼
を

お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
平
安
の
中
期
に
、
す
で
に
琵
琶
法
師
と
い
う
職
業
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
明
石
」
の
巻
に
、
光
源

氏
が
須
磨
に
流
さ
れ
て
い
た
と
き
結
ば
れ
た
明
石
上
の
父
明
石
の
入
道
が
、
琵
琶
法
師
の
ま
ね
を
し
て
光
源
氏
を
も
て
な
し
た
こ
と
が
み

え
て
お
り
、
平
兼
盛
（
正
暦
元
年
九
九
〇
没
）
の
『
兼
盛
集
』
の
職
人
絵
の
歌
の
な
か
に
、
　
「
び
は
の
は
う
し
」
と
題
し
て
、

　
よ
つ
の
を
に
思
ふ
心
を
し
ら
ぺ
つ
Σ
ひ
き
あ
り
け
ど
も
知
る
人
も
な
し

と
あ
る
。
ま
た
、
　
『
散
木
奇
寄
集
』
に
も

　
あ
し
や
と
い
ふ
所
に
て
、
び
は
法
師
の
び
は
を
ひ
き
け
る
を
ほ
の
か
に
き
」
て
、
む
か
し
を
思
ひ
い
で
ら
る
」
事
あ
り
て

　
流
れ
く
る
ほ
ど
の
雫
に
び
は
の
を
」
ひ
き
あ
は
せ
て
も
ぬ
る
」
袖
哉

と
う
た
っ
て
お
り
、
記
録
で
は
、
小
野
宮
右
大
臣
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
の
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
の
七
月
十
八
日
の
条
に
、

　
召
琵
琶
法
師
、
令
尽
才
芸
、
給
少
禄

と
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
平
安
中
期
に
、
後
世
の
門
付
け
芸
人
の
よ
う
に
家
々
を
訪
れ
る
琵
琶
法
師
や
、
ま
た
、
旅

宿
に
お
い
て
旅
人
を
な
ぐ
さ
め
、
貴
族
の
邸
宅
に
も
招
か
れ
る
琵
琶
法
師
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
か
れ
ら
が
、
ま
た
、
の
ち
の
平
家
琵
琶
の
よ
う
に
琵
琶
に
あ
わ
せ
て
、
何
か
の
物
語
を
語
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
　
『
新
猿
楽
記
』

の
な
か
に
、
　
「
琵
琶
法
師
之
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
が
み
え
て
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
か
れ
ら
は
、
社
寺
の
縁
起
や
霊
験
諦
、
さ

て
は
合
戦
諄
や
民
間
伝
承
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
物
を
持
っ
て
廻
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
琵
琶
法
師
た
ち
は
、
鎌
倉
時
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代
に
な
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
『
平
家
物
語
』
を
語
る
よ
う
に
な
り
、
平
家
琵
琶
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

篇
『
平
家
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
記
し
た
最
古
の
文
献
で
あ
る
兼
好
の
『
徒
然
草
』
に
よ
る
と
、
後
鳥
羽
院
の
御
代
に
、
慈
鎮
和
尚

（
慈
円
）
の
保
護
を
受
け
て
い
た
信
濃
前
司
行
長
（
山
田
孝
雄
氏
の
考
証
に
よ
る
と
下
野
前
司
行
長
）
が
こ
の
物
語
を
つ
く
っ
て
、
生
仏

と
い
う
東
国
出
身
の
琵
琶
法
師
に
教
え
て
語
ら
せ
た
と
い
う
。

　
『
平
家
物
語
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
原
型
も
、
も
と
三
巻
本
で
あ
っ
た
と
も
、
　
『
治
承
物
語
』
と
い
う
六

巻
本
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
十
二
巻
に
増
補
集
成
さ
れ
る
過
程
で
、
多
く
の
知
識
人
の
参
加
が
当

然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
行
長
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
平
家
琵
琶
の
元
祖
と
い
わ
れ
る
生
仏
は
、
ま
た
性
仏
と
も
記
さ
れ
、
　
『
当
道
要
集
』
に
は
、
叡
山
の
住
僧
で
、
僧
正
の
高
官
に
昇
っ
た

も
の
と
伝
え
、
山
田
孝
雄
氏
は
、
琵
琶
の
名
家
綾
小
路
右
馬
頭
資
時
入
道
寂
阿
が
正
仏
坊
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
曲
元
祖
の

生
仏
は
こ
の
ひ
と
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
な
お
定
か
で
な
い
。

　
琵
琶
法
師
た
ち
は
、
の
ち
に
、
当
道
と
い
う
一
種
の
職
業
組
合
を
つ
く
る
。
こ
れ
は
、
九
州
、
こ
と
に
薩
摩
と
筑
前
の
地
で
、
地
神
経

を
と
な
え
、
か
ま
ど
の
神
の
土
荒
神
を
祈
疇
す
る
盲
僧
琵
琶
の
流
れ
が
あ
り
、
荒
神
琵
琶
と
も
呼
ば
れ
て
、
家
々
の
祈
薦
な
ど
を
し
て
廻

っ
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
当
道
の
方
で
は
、
生
仏
を
元
祖
と
し
、
そ
の
あ
と
に
城
一
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
門
人
如
一
お
よ
び
城
元
か
ら
両
流
に
別
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
か
た

て
後
世
に
及
ん
だ
。
如
一
の
門
流
は
、
皆
名
の
下
に
一
と
い
う
文
字
を
つ
け
た
の
で
、
一
方
、
ま
た
、
坂
東
に
お
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
坂
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
か
た

方
と
も
い
わ
れ
た
。
城
元
の
門
流
は
、
名
の
頭
に
城
と
い
う
文
字
を
冠
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
城
方
と
い
い
、
ま
た
、
京
の
八
坂
の
塔
の
そ

ば
に
住
ん
で
い
た
の
で
八
坂
方
と
も
い
わ
れ
た
（
岩
橋
小
弥
太
『
日
本
芸
能
史
』
）
。
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こ
れ
ら
の
琵
琶
法
師
た
ち
は
、
鎌
倉
時
代
以
後
、
平
曲
を
表
芸
と
し
、
同
行
の
小
法
師
な
ど
に
間
の
滑
稽
物
語
な
ど
を
語
ら
せ
、
諸
国

を
流
浪
し
た
。
か
れ
ら
が
語
り
だ
け
で
は
な
く
、
種
々
の
雑
芸
、
た
と
え
ば
、
室
町
時
代
の
琵
琶
法
師
が
、
朗
詠
や
小
歌
を
演
じ
て
い
た

こ
と
は
、
　
『
看
聞
御
記
』
そ
の
他
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
し
、
そ
の
活
動
範
囲
も
、
公
家
や
武
家
の
酒
宴
だ
け
で
は
な
く
、
京
の
市
中
の
盛

り
場
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
泉
州
、
播
州
、
遠
州
、
尾
張
、
関
東
、
北
国
、
九
州
な
ど
の
遠
隔
地
に
も
及
ん
で
い
た
（
阪
倉
篤
義
「
語
り
物

の
歴
史
と
浄
瑠
璃
の
成
立
」
）
。

　
こ
の
琵
琶
法
師
に
代
表
さ
れ
る
唱
導
の
徒
に
よ
っ
て
持
ち
運
ば
れ
て
い
た
各
種
の
語
り
物
は
、
平
曲
、
幸
若
、
お
伽
草
子
、
説
経
節
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
鎧

ど
に
分
化
発
展
し
な
が
ら
、
や
が
て
、
浄
瑠
璃
と
呼
ば
れ
る
代
表
的
な
語
り
物
芸
能
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
語
り
物
の
流
れ

か
ら
は
、
近
世
に
は
い
っ
て
、
歌
祭
文
や
浪
花
節
も
生
ま
れ
て
い
る
。

浄

瑠

璃
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浄
瑠
璃
と
説
経
節
は
関
係
が
深
い
。
同
じ
唱
導
芸
能
の
流
れ
か
ら
出
て
、
平
曲
の
徒
が
い
ち
は
や
く
『
平
家
物
語
』
と
い
う
強
力
な
語

り
物
を
手
に
入
れ
、
当
道
と
呼
ば
れ
る
強
固
な
結
社
組
織
を
つ
く
っ
て
社
会
的
に
上
昇
し
て
い
っ
た
と
き
、
下
層
に
沈
澱
し
た
唱
導
芸
能

の
連
中
の
う
ち
、
最
後
ま
で
仏
神
賛
仰
の
語
り
物
を
捨
て
な
か
っ
た
の
が
、
説
経
浄
瑠
璃
で
あ
り
、
の
ち
に
の
ぺ
る
よ
う
に
牛
若
丸
と
浄

瑠
璃
姫
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
当
世
風
の
語
り
物
に
む
か
っ
た
の
が
浄
瑠
璃
の
徒
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
説
経
節
と
浄
瑠

璃
と
は
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
関
係
に
あ
る
語
り
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
浄
瑠
璃
の
起
原
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
『
よ
だ
れ
か
け
』
　
（
慶
安
元
年
奥
書
）
に
　
　
　
　
　
　
，

　
我
浄
瑠
璃
の
も
と
を
尋
ぬ
る
に
三
州
や
は
ぎ
の
長
者
が
娘
に
浄
瑠
璃
御
前
と
い
ひ
し
牛
若
君
の
お
も
ひ
も
の
の
事
を
作
り
十
二
段
に
わ



　
け
て
語
り
そ
め
て
よ
り
起
る

と
あ
る
の
が
古
い
説
で
あ
り
、
同
様
な
説
は
、
『
京
童
』
　
（
明
暦
四
年
）
に
、

　
浄
瑠
璃
と
云
事
は
、
牛
若
と
浄
瑠
璃
御
前
の
事
を
、
十
二
段
に
ふ
し
を
つ
け
語
り
し
を
、
則
其
物
の
名
に
な
り
て
浄
瑠
璃
と
云
、
是
今

　
の
世
に
語
る
浄
瑠
璃
の
は
じ
ま
り
な
り
、
彼
浄
瑠
璃
御
前
は
、
薬
師
如
来
の
ま
う
し
子
な
り
し
故
、
浄
瑠
璃
と
名
づ
け
ら
れ
し
と
也

と
あ
る
。
浄
瑠
璃
の
名
称
が
、
　
「
浄
瑠
璃
十
二
段
」
と
い
う
作
品
に
関
係
す
る
と
い
う
説
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
作
者
に
つ
い
て
、
　
『
色
道
大
鏡
』
　
（
延
宝
六
年
）
に

　
此
十
二
段
と
い
ふ
も
の
を
見
る
に
、
何
者
の
つ
く
り
た
れ
ば
、
か
」
る
不
都
合
な
る
事
の
み
を
書
つ
望
け
た
る
ぞ
と
思
ふ
に
、
小
野
の

　
　
　
　
　
　
　
　
げ
に

　
通
が
作
な
れ
ば
、
実
こ
と
は
り
と
そ
覚
ゆ
る

と
伝
え
る
が
、
信
長
の
侍
女
と
伝
え
ら
れ
る
小
野
お
通
の
作
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
柳
亭
種
彦
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。

種
彦
は
、
連
歌
師
宗
長
の
『
宗
長
日
記
』
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
八
月
十
五
日
の
条
に

　
小
座
頭
あ
る
に
浄
瑠
璃
を
う
た
は
せ
興
じ
て
一
盃
に
を
よ
ぶ

と
あ
り
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
に
成
立
し
た
荒
木
田
守
武
の
『
守
武
千
句
』
に

　
　
い
と
窒
だ
に
座
頭
ま
が
ひ
の
杖
つ
き
の

　
　
　
　
浄
る
り
か
た
れ
と
も
し
び
の
も
と

　
　
今
宵
は
や
時
は
う
し
若
更
け
は
て
て

と
あ
る
付
句
を
紹
介
し
、
織
田
信
長
以
前
に
浄
瑠
璃
の
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
作
者
を
信
長
の
侍
女
の
小
野
お
通
と

結
び
つ
け
る
こ
と
の
不
当
さ
を
立
証
し
た
の
で
あ
っ
た
（
足
薪
翁
記
、
還
魂
紙
料
）
。
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近
代
に
は
い
っ
て
、
高
野
辰
之
氏
は
、
江
戸
時
代
の
万
治
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
能
論
書
の
『
猿
轡
』
に
、
文
安
年
中
（
一
四
四
四
1
四

九
）
に
宇
田
勾
当
と
い
う
座
頭
が
京
の
因
幡
堂
の
薬
師
如
来
に
祈
請
し
、
霊
験
を
う
け
て
、
　
「
や
す
だ
物
語
」
と
い
う
作
品
を
、
　
『
平
家

物
語
』
の
十
二
巻
、
薬
師
如
来
の
十
二
神
将
に
ち
な
ん
で
十
二
段
に
つ
く
り
、
薬
師
如
来
を
別
名
瑠
璃
光
如
来
と
称
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
語
り
物
を
浄
瑠
璃
と
名
づ
け
た
と
あ
る
説
を
紹
介
さ
れ
た
。
同
書
に
は
、
浄
瑠
璃
の
語
り
口
を
「
根
本
平
家
よ
り
出
で
、
し
か
も
ふ

し
の
名
多
其
法
有
と
な
ん
」
と
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
高
野
氏
は
つ
づ
け
て
、
漆
桶
万
里
の
『
梅
花
無
尽
蔵
』
に

　
憩
矢
作
宿
（
文
明
十
七
年
一
四
八
五
、
九
月
作
）

　
　
出
刈
屋
城
三
里
余
　
　
宿
云
矢
作
記
其
初

　
　
伝
聞
長
者
婿
源
氏
　
　
秋
水
痩
辺
閑
渡
駿

と
あ
る
詩
を
紹
介
さ
れ
、
ま
た
、
　
『
宗
長
手
記
』
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
三
月
の
条
に

　
そ
れ
よ
り
や
は
ぎ
の
わ
た
り
し
て
妙
大
寺
、
む
か
し
の
浄
瑠
璃
御
前
跡
、
松
の
み
残
て
、
東
海
道
の
名
残
、
い
の
ち
こ
そ
な
が
め
侍
つ

　
れ

と
あ
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
「
十
二
段
草
子
考
」
　
『
歌
舞
音
曲
考
説
』
大
正
十
四
年
）
。

　
こ
れ
ら
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
に
は
、
す
で
に
駿
河
地
方
に
、
牛
若
丸
と
浄
瑠
璃
姫
の
情
事
を
あ
つ
か
っ
た
伝
説
の
成
立
し

て
い
た
可
能
性
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
時
、
室
木
弥
太
郎
氏
は
、
　
『
岡
崎
市
史
』
が
引
用
す
る
「
瑠
璃
光
山
安
西
寺
略

記
」
や
鳥
丸
光
広
の
「
東
の
道
の
記
」
に
よ
っ
て
、
西
郷
頼
嗣
が
、
庚
生
元
年
（
一
四
五
五
）
に
岡
崎
城
を
築
い
た
と
き
、
尾
か
崎
（
岡

崎
）
が
原
に
あ
っ
た
浄
瑠
璃
姫
の
庵
室
を
移
し
て
本
丸
の
持
仏
堂
に
し
た
と
い
う
記
録
を
紹
介
さ
れ
、
浄
瑠
璃
姫
伝
説
の
存
在
を
十
五
世
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紀
半
ば
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

浄
　
瑠
　
璃
　
物
　
語

　
こ
こ
で
浄
瑠
璃
の
も
っ
と
も
初
期
の
形
を
伝
え
る
現
存
の
「
浄
瑠
璃
物
語
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
在
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て

い
る
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
本
文
は
三
十
種
程
に
及
び
、
絵
巻
、
奈
良
絵
本
、
古
活
字
本
、
写
本
な
ど
の
各
種
の
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
段
数
も
、
二
十
段
、
十
六
段
、
十
五
段
、
十
二
段
、
八
段
、
六
段
な
ど
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
普
通
に
み
ら
れ
る
形
式
は
十
二
段
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
　
「
十
二
段
草
子
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
若
月
保
治
氏
『
古
浄
瑠
璃
の
新
研
究
』
、
横
山
重
氏
『
古
典
文
庫
室
町
時
代
物
語

一
．
絵
巻
上
瑠
璃
の
蟹
』
、
甕
之
助
氏
『
浄
璃
璃
物
語
研
究
』
、
室
木
弥
太
郎
氏
『
語
り
物
（
夢
璽
の
研
究
』
な
ど
の
研
究
が

行
な
わ
れ
て
い
る
が
定
説
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
来
は
語
り
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
内
容
は
流
動
的
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
文
字
に
定
着
さ
れ
る
過
程
で
、
第
二
次
の
改
変
が
加
え
ら
れ
た
た
め
に
、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
多
種
多
様
な
本
文
が
あ
ら
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
段
数
自
体
も
そ
の
と
き
ど
き
の
事
情
で
、
い
ろ
い
ろ
な
段
に
分
け
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
室
木
氏
は
、

前
掲
書
で
、
十
二
段
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
の
末
に
な
っ
て
、
こ
の
物
語
が
操
り
の
舞
台
に
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ま
、
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
の
古
活
字
十
行
本
に
よ
っ
て
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
梗
概
を
の
ぺ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
各
段
の
題
名

は
、
寛
文
頃
江
戸
版
「
十
二
た
ん
さ
う
し
」
に
よ
る
。

　
第
一
　
十
二
段
並
上
る
り
ご
ぜ
ん
も
う
し
ご
の
事
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御
曹
司
牛
若
の
や
ど
っ
た
宿
の
娘
の
浄
瑠
璃
御
前
は
芸
能
に
す
ぐ
れ
、
美
貌
は
当
国
、
他
国
に
並
び
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
父
は
三
河

の
国
司
源
中
納
言
か
ね
た
か
、
母
は
矢
矧
の
長
者
で
海
道
一
の
遊
君
で
あ
っ
た
が
、
子
が
な
い
の
で
峯
の
薬
師
に
祈
っ
て
生
ま
れ
た
娘

で
、
玉
の
よ
う
に
美
し
い
の
で
浄
瑠
璃
姫
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　
第
二
　
は
な
ぞ
う
へ
の
事

　
折
し
も
弥
生
半
ば
、
琴
の
音
を
尋
ね
て
長
者
の
庭
に
入
り
こ
ん
だ
御
曹
司
は
、
美
し
く
咲
き
そ
ろ
っ
た
花
に
心
も
乱
れ
る
の
で
あ
っ

た
。　

第
三
　
び
じ
ん
そ
ろ
へ
の
事

　
鯖
の
か
げ
か
ら
二
百
四
十
人
の
女
房
に
か
し
ず
か
れ
る
浄
瑠
璃
姫
の
四
十
二
相
を
そ
な
え
た
比
類
の
な
い
美
し
さ
を
見
、
こ
の
よ
う
な

女
性
と
契
り
を
交
し
た
い
と
牛
若
は
願
う
。

　
第
四
　
そ
と
の
く
わ
ん
げ
ん
の
事

　
姫
は
十
二
人
の
女
房
と
管
絃
を
は
じ
め
、
御
瞥
司
は
横
笛
で
こ
れ
に
和
し
て
、
想
夫
恋
の
曲
を
吹
い
た
。
こ
の
妙
音
に
聞
き
ほ
れ
た
姫

は
、
女
房
に
御
曹
司
の
素
姓
を
問
わ
せ
、
由
緒
あ
る
都
の
人
と
心
を
動
か
し
た
。

　
第
五
　
ふ
え
の
だ
ん
の
事

　
ふ
た
た
び
命
を
受
け
た
十
六
歳
の
玉
藻
の
前
は
御
曹
司
を
一
目
見
て
立
帰
り
、
源
氏
の
公
達
で
あ
る
と
報
告
し
　
立
派
な
装
束
に
つ
い

て
こ
ま
ご
ま
と
説
明
す
る
。

　
第
六
　
つ
か
ひ
の
だ
ん
の
事

　
姫
の
命
で
次
に
十
五
夜
が
使
い
に
立
ち
、
歌
を
い
い
か
け
、
御
曹
司
は
こ
れ
に
返
歌
す
る
。
や
が
て
誘
わ
れ
て
室
内
に
入
っ
た
御
曹
司
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は
、
多
く
の
女
房
か
ら
出
さ
れ
る
難
題
に
こ
た
え
、
一
泊
を
す
す
め
ら
れ
る
が
退
出
す
る
。
し
か
し
、
姫
に
ひ
か
れ
る
御
曹
司
は
そ
の
夜

ふ
た
た
び
忍
び
寄
る
。

　
第
七
　
し
の
び
の
だ
ん
の
事

　
侍
女
の
十
五
夜
に
案
内
さ
れ
て
姫
の
室
に
忍
び
入
っ
た
牛
若
は
姫
を
起
し
て
恋
心
を
訴
え
た
。

　
第
八
　
上
る
り
ま
く
ら
も
ん
だ
う
の
事

　
御
曹
司
は
古
今
の
例
を
引
い
て
姫
を
く
ど
き
、
こ
ぼ
む
姫
に
煩
悩
即
菩
提
と
説
い
た
仏
の
教
訓
を
語
る
。

　
第
九
　
や
ま
と
こ
と
ば
の
事

　
御
曹
司
は
歌
に
な
ぞ
ら
え
て
恋
を
訴
え
、
口
を
き
く
ま
い
と
決
意
し
て
い
た
姫
も
つ
い
に
こ
れ
に
こ
た
え
た
。
と
き
に
、
姫
は
十
四
、

御
曹
司
は
十
五
で
あ
っ
た
。

　
第
十
御
座
う
つ
り
の
事

　
翌
朝
、
二
人
が
名
残
り
を
惜
し
ん
で
い
る
と
母
の
長
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
、
御
曹
司
は
三
重
の
堀
を
越
え
て
逃
げ
、
や
が
て
、
金
売
り

吉
次
に
従
っ
て
田
子
の
浦
吹
上
の
浜
に
た
ど
り
着
い
た
。

　
第
十
一
　
ふ
き
あ
げ
の
事

　
吹
上
で
御
曹
司
は
重
病
に
か
か
り
、
吉
次
は
宿
の
あ
る
じ
に
御
曹
司
を
托
し
て
旅
立
っ
た
。
宿
の
あ
る
じ
は
吉
次
か
ら
の
礼
金
を
横
領

し
て
御
曹
司
を
浜
に
捨
て
た
。
正
八
幡
の
告
げ
に
よ
っ
て
姫
は
浜
に
や
っ
て
く
る
。

　
第
十
二
　
御
ざ
う
し
あ
づ
ま
く
だ
り

　
姫
は
御
曹
司
を
砂
の
中
か
ら
堀
り
お
こ
し
、
こ
の
と
き
あ
ら
わ
れ
た
十
六
人
の
山
伏
の
加
持
に
よ
っ
て
御
曹
司
は
蘇
生
し
た
。
姫
の
二
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十
日
間
に
わ
た
る
看
護
で
本
復
し
た
御
曹
司
は
姫
に
は
じ
め
て
源
義
経
と
素
姓
を
明
か
し
、
大
小
の
天
狗
を
呼
ん
で
姫
を
矢
矧
に
送
ら

せ
、
再
会
を
約
し
て
自
分
は
平
泉
へ
と
旅
立
っ
た
。

　
こ
の
あ
と
、
赤
木
文
庫
本
の
十
六
段
「
し
や
う
る
り
御
せ
ん
物
語
」
　
（
写
本
）
や
熱
海
美
術
館
所
蔵
の
二
十
段
「
上
瑠
璃
」
　
（
絵
巻
）

な
ど
で
は
、
二
入
の
後
日
物
語
と
も
い
う
べ
き
部
分
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
赤
木
文
庫
写
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。　

牛
若
は
無
事
奥
州
の
藤
原
秀
衡
の
許
へ
た
ど
り
つ
い
た
。
浄
瑠
璃
御
前
は
牛
若
と
別
れ
た
の
ち
、
母
の
長
者
の
不
興
を
買
い
、
矢
矧
を

去
っ
て
笹
谷
に
移
り
住
む
が
、
女
房
の
一
人
文
珠
の
前
の
、
牛
若
が
秀
衡
の
娘
と
結
ば
れ
た
と
い
う
い
つ
わ
り
の
こ
と
ば
を
信
じ
て
自
害

す
る
。
一
方
、
牛
若
は
数
万
騎
の
大
将
と
な
っ
て
上
京
の
途
次
、
矢
矧
で
浄
瑠
璃
の
死
を
聞
き
、
笹
谷
の
廟
所
を
訪
れ
、
浄
瑠
璃
の
亡
霊

に
出
逢
っ
て
歌
を
よ
み
か
わ
す
。
母
の
長
者
は
姫
の
死
に
よ
っ
て
生
き
が
い
を
失
い
、
八
橋
川
に
入
水
、
牛
若
は
上
京
後
も
姫
の
こ
と
が

忘
れ
ら
れ
ず
、
文
珠
の
前
を
賀
茂
川
に
沈
め
、
姫
の
た
め
に
千
僧
供
養
を
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
熱
海
美
術
館
所
蔵
絵
巻
の
後
日
物
語
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
牛
若
は
奥
州
秀
衡
の
も
と
に
着
き
、
数
万
騎
を
率
い
て
都
へ
上
る
が
、
途
中
矢
矧
の
長
者
の
宿
に
と
ま
っ
て
、
浄
瑠
璃
姫
の
最
後
の
様

子
を
冷
泉
尼
か
ら
聞
く
。
そ
こ
で
墓
を
訪
れ
、
法
華
経
を
と
な
え
て
回
向
の
和
歌
を
詠
む
。
す
る
と
姫
の
墓
の
五
輪
塔
が
砕
け
、
一
つ
は

牛
若
丸
の
た
も
と
に
、
一
つ
は
空
中
に
、
一
つ
は
墓
の
標
と
し
て
残
っ
た
。
牛
若
丸
は
そ
の
跡
に
寺
を
建
て
、
冷
泉
寺
と
名
付
け
て
侍
女

冷
泉
に
賜
っ
た
。
又
、
姫
を
死
に
至
ら
し
め
た
矢
矧
の
長
を
箸
巻
き
に
し
て
殺
し
た
。

　
赤
木
文
庫
本
と
熱
海
美
術
館
本
と
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
細
部
に
於
て
は
か
な
り
な
違
い
を
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
後
日
諏
で
あ

り
、
牛
若
と
姫
の
亡
霊
と
の
和
歌
の
贈
答
、
姫
を
死
に
至
ら
し
め
た
も
の
へ
の
復
讐
な
ど
、
大
筋
に
於
て
は
一
致
し
、
両
者
は
同
系
の
物
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語
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
梗
概
を
持
つ
「
浄
瑠
璃
物
語
」
は
、

　
e
　
峰
の
薬
師
へ
の
申
し
子
（
本
地
諌
）

　
口
　
牛
若
・
浄
瑠
璃
の
恋
愛
（
恋
愛
諄
）

　
日
　
牛
若
の
蘇
生
（
八
幡
の
利
生
諏
）

　
画
　
五
輪
砕
き
（
冷
泉
寺
縁
起
諄
）

の
四
部
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
か
た
ち
で
成
立
し
た
物
語
が
、
の
ち
に
い
ま
み
る
よ
う
な
か

た
ち
で
一
つ
に
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど
れ
が
原
型
で
、
ど
の
部
分
が
の
ち
に
増
補
さ
れ
た
も
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
意
見
が
わ
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
別
し
て
、
口
の
矢
矧
に
お
け
る
恋
愛
諌
を
原
型
と
し
て

重
視
す
る
説
と
、
本
地
諄
や
利
生
諄
を
原
型
と
し
て
重
ん
じ
る
説
と
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
前
者
の
代
表
と
し
て
は
高
野
辰
之
氏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
「
十
二
段
草
子
考
」
）
。
氏
は
こ
の
物
語
の
中
心
を
、
矢
矧
を

舞
台
と
し
た
長
者
の
娘
と
御
曹
子
の
恋
愛
諄
と
考
え
ら
れ
、
御
曹
司
の
受
難
と
蘇
生
と
い
う
「
吹
上
」
の
条
を
の
ち
の
増
補
と
考
え
ら
れ

た
。
そ
の
場
合
、
氏
は
、
H
の
「
申
し
子
」
の
部
分
は
　
口
と
結
び
つ
け
て
原
型
の
中
に
加
え
ら
れ
、
ま
た
、
㈲
は
当
時
ま
だ
発
見
さ
れ

て
い
な
い
の
で
考
慮
に
入
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

　
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
原
型
を
、
　
「
或
る
日
、
一
個
人
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
る
森
武
之
助
氏
も
こ
の
前
者
の
側
に

加
え
て
よ
か
ろ
う
。
氏
は
、
原
型
を
「
『
申
子
』
か
ら
導
入
し
、
恋
愛
諦
を
述
ぺ
、
利
生
を
加
え
て
結
ん
だ
草
子
」
と
考
え
ら
れ
、
か
な

ら
ず
し
も
恋
愛
課
の
み
を
原
型
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
原
型
に
存
在
し
た
「
吹
上
」
は
ご
く
短
い
挿
入
説
話
の
程
度
で
、
の
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ち
に
い
ま
み
る
よ
う
な
か
た
ち
に
膨
脹
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恋
愛
諄
が
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（
『
浄
瑠
璃
物
語
研
究
1
資
料
と
研
究
－
』
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
代
表
説
と
し
て
和
辻
哲
郎
氏
の
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
原
型
は
御
曹
司
蘇

生
の
利
生
課
、
即
ち
、
　
「
吹
上
」
で
あ
り
、
「
申
子
」
と
「
吹
上
」
の
間
を
つ
な
ぐ
恋
愛
諄
は
、
の
ち
に
拡
張
さ
れ
て
い
ま
の
姿
を
な
し

た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
芸
術
史
研
究
』
）
。

　
同
様
な
考
え
方
を
し
て
い
る
人
に
室
木
弥
太
氏
が
い
る
。
氏
は
、
「
浄
瑠
璃
物
語
」
を

　
一
　
「
申
し
子
」

　
二
　
主
部
（
矢
作
に
お
け
る
浄
瑠
璃
・
牛
若
の
恋
物
語
）

　
三
　
「
吹
上
」
、
　
「
五
輪
砕
」

と
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
う
ち
、
第
二
の
主
部
は
、
姫
と
侍
女
の
十
五
夜
が
活
躍
す
る
の
に
対
し
、
第
三
は
冷
泉
の
独
り
舞
台
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
二
と
第
三
で
は
説
話
の
管
理
者
に
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
さ
ら
に
、
　
「
申
し
子
」

「
吹
上
」
　
「
五
輪
砕
」
な
ど
は
矢
作
地
方
の
民
間
説
話
を
原
型
と
し
て
成
り
立
っ
た
説
経
系
の
語
り
物
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
も
、

「
申
し
子
」
と
「
吹
上
」
は
成
立
が
古
く
、
比
丘
尼
や
巫
女
の
よ
う
な
女
性
芸
能
者
の
語
り
を
伝
え
た
物
語
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。　

こ
う
し
て
、
諸
氏
の
説
を
勘
案
し
て
み
る
と
、
現
在
の
「
浄
瑠
璃
物
語
」
を
形
成
し
て
い
る
四
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
を
異
に

す
る
独
立
し
た
物
語
群
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
成
立
の
前
後
関
係
は
、
9
、
日
は
比
較
的
古
く
、
四
は
他
の
三

者
に
比
し
て
す
こ
し
遅
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
H
、
日
、
四
は
、
説
経
系
の
語
り
物
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
語
ら
れ
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て
い
た
時
代
が
あ
り
、
⇔
は
、
こ
の
三
つ
の
物
語
を
一
つ
に
ま
と
め
て
長
編
の
「
浄
瑠
璃
物
語
」
を
構
成
す
る
際
に
、
原
説
話
に
大
幅
に

手
が
加
え
ら
れ
た
う
え
で
、
中
心
に
据
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
従
来
の
各
種
恋
愛
諄
が
利
用
さ
れ
、
都
の
知
識
人

の
参
加
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
口
の
成
立
は
、
　
「
瑠
璃
光
山
安
西
寺
略
記
」
　
『
梅
花
無
尽
蔵
』
な
ど
の
記
事
を
考
慮
す
れ
ば
、
十
五

世
紀
半
ば
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
わ
は
る
お
）
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