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近
松
門
左
衛
門
作「
嫗
山
姥
」の
現
行
曲
と
十
九
世
紀
の
歌
舞
伎

　
　

―
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
と
歌
舞
伎
の
資
料
―

�

東　

晴
美

一　

近
松
作
品
の
現
行
曲
を
鑑
賞
す
る
た
め
に

　

令
和
二
年
九
月
に
東
京
で
文
楽
が
七
ヶ
月
ぶ
り
に
上
演
さ
れ
た
。
通
常

興
行
で
は
午
前
、
午
後
の
二
部
制
で
あ
る
が
、
九
月
公
演
は
四
部
制
に
し

て
一
回
の
公
演
時
間
を
短
縮
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
対
策

の
た
め
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
演
目
の
う
ち
、
近
松
門
左
衞
門
原
作
「
嫗
山

姥
」「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
と
、
半
数
を
占
め
る
。
戦
後
、
歌
舞
伎
で
の

「
曽
根
崎
心
中
」
復
活
公
演
の
成
功
に
よ
り
、
文
楽
に
お
い
て
も
昭
和
三

十
年
代
に
「
曽
根
崎
心
中
」
を
は
じ
め
と
す
る
近
松
門
左
衞
門
原
作
の
作

品
が
次
々
と
復
活
さ
れ
た
。
国
立
劇
場
の
二
月
公
演
は
必
ず
近
松
作
品
が

含
ま
れ
、
近
松
作
品
は
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
定
着
し
、
近
松
ブ
ー
ム
と

も
称
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
ど
れ
ぐ
ら
い
の
観
客
が
劇
場
に
戻
っ
て

く
る
か
不
安
な
中
で
再
開
し
た
文
楽
公
演
で
選
ば
れ
た
の
も
近
松
作
品
で

あ
っ
た
。

　

近
松
門
左
衞
門
の
名
は
、
高
校
ま
で
の
学
校
教
育
で
は
、
国
語
、
日
本

史
、
音
楽
な
ど
の
科
目
で
必
ず
触
れ
ら
れ
る
。
今
日
に
い
た
る
迄
上
演
さ

れ
る
三
大
名
作
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』『
義
経
千
本
桜
』『
仮
名
手
本
忠
臣

蔵
』
の
作
者
並
木
宗
輔
を
学
ぶ
こ
と
は
な
く
て
も
、
元
禄
文
化
と
し
て
近

松
門
左
衞
門
の
名
前
と
心
中
物
に
つ
い
て
は
必
ず
学
ぶ
。
二
〇
一
〇
年
代

に
入
っ
て
角
田
光
代
『
曾
根
崎
心
中
』、
三
谷
幸
喜
「
其
礼
成
心
中
」
な

ど
近
松
ブ
ー
ム
の
再
来
と
も
い
わ
れ
、
近
松
門
左
衞
門
は
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
に
も
使
わ
れ
る
。
学
ぶ
べ
き
名
文
と
し
て
教
科
書
に
「
曽
根
崎

心
中
」
の
道
行
文
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｉ

Ｄ
に
よ
っ
て
道
行
き
文
が
翻
案
さ
れ
ネ
ッ
ト
上
で
話
題
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
松
門
左
衞
門
の
作
品
は
広
い
世
代
に
集
客
を
見
込
め

る
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
が
あ
る
。
ま
た
、
近
松
作
品
は
全
作
品
を
活
字
で
読

む
こ
と
が
で
き
、
世
話
物
を
集
め
た
文
庫
本
な
ど
も
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
、

作
品
の
予
習
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
事
典
類
や
ネ
ッ
ト
上
で
も
近
松
作
品

の
あ
ら
す
じ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
大
学
の
国
文
系
で
は
近
松
の
作
品
を

学
ぶ
機
会
も
多
い
。
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し
か
し
、
実
際
に
舞
台
で
み
る
と
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
通
り
の
満
足
感
が

得
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
る
。

　

理
由
の
一
つ
は
、
原
作
通
り
に
上
演
さ
れ
て
い
な
い
作
品
が
ほ
と
ん
ど

だ
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
文
楽
の
人
形
は
三
人
が
か
り
で
操
作
す
る
三
人

遣
い
で
あ
る
が
、
近
松
の
時
代
は
一
人
遣
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
演
奏
面

に
お
い
て
も
、
語
り
や
三
味
線
の
技
巧
が
近
松
没
後
に
発
展
し
た
。
こ
の

よ
う
な
舞
台
で
の
表
現
技
法
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
っ
て
、
近

松
作
品
は
原
作
か
ら
改
変
さ
れ
た
作
品
が
舞
台
に
か
か
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
近
松
が
書
き
下
ろ
し
た
本
文
を
原
作
、
現
代
の
劇
場
で
上
演

さ
れ
る
も
の
を
現
行
曲
と
呼
び
わ
け
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
近
松
作

品
を
舞
台
で
鑑
賞
す
る
と
き
に
は
、
原
作
と
現
行
曲
の
違
い
を
認
識
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
一
般
に
は
浸
透
し
て
い
な
い
。（
1
）

　

も
う
一
つ
は
、
近
松
執
筆
当
時
の
社
会
的
状
況
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と

で
あ
る
。
近
松
門
左
衞
門
の
芸
術
観
を
書
き
留
め
た
「
虚
実
皮
膜
論
」
に

は
、
近
松
は
人
の
心
の
な
ぐ
さ
み
に
な
る
よ
う
執
筆
す
る
と
語
る
。
当
時

の
観
客
の
な
ぐ
さ
み
に
な
る
た
め
に
、
近
松
の
作
品
は
あ
る
。
従
っ
て
、

近
松
と
同
時
代
の
観
客
の
常
識
に
近
づ
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

近
松
作
品
に
劇
場
で
向
き
合
う
た
め
の
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
近
松
の
原
作
を
読
む
だ
け
で
は
難
し
い
。
し
か
し
近
松
の
浄
瑠

璃
の
研
究
は
、
原
作
の
テ
キ
ス
ト
分
析
が
主
流
で
あ
る
。
当
時
の
上
演
状

況
な
ど
を
知
る
た
め
の
資
料
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
近
松
と
同

時
代
の
歌
舞
伎
は
原
作
の
台
本
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

観
客
が
歌
舞
伎
を
楽
し
む
た
め
の
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
舞
台
の

様
子
を
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
伎
の
観
客
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
観

客
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
現
代
に
お
い
て
近
松
浄
瑠

璃
を
理
解
し
た
上
で
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
、
歌
舞
伎
資
料
や
同
時
代
の
社

会
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の
資
料
な
ど
、
近
世
期
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
を
多

角
的
に
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

特
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
嫗
山
姥
」
は
、
歌
舞
伎
側
の
資
料
か
ら

近
松
の
原
作
が
分
析
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
改
め
て
原
作
を
検
証
し
、
さ
ら
に
現
行
曲
に

つ
い
て
も
歌
舞
伎
の
資
料
を
用
い
て
考
察
す
る
。

二　

坂
田
藤
十
郎
「
を
」
や
つ
す

　
「
嫗
山
姥
」
は
、
大
坂
の
竹
本
座
に
て
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
九

月
以
前
に
初
演
さ
れ
た
。
興
行
成
績
が
よ
く
、
同
年
の
十
一
月
の
顔
見
世

で
再
演
を
し
て
い
る
。（
2
）
五
段
構
成
の
時
代
物
で
、
若
き
源
頼
光
が
、

家
来
の
渡
辺
綱
に
、
碓
氷
定
光
、
卜
部
末
武
、
坂
田
金
時
を
新
た
に
家
来

に
加
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
、
武
家
の
棟
梁
源
氏
と
し
て
将
軍
と
な

る
ま
で
の
物
語
で
あ
る
。

　

近
松
門
左
衞
門
が
竹
本
義
太
夫
と
提
携
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
作
は
、

そ
れ
以
前
の
浄
瑠
璃
と
一
線
を
画
し
た
。
近
松
が
浄
瑠
璃
界
に
新
風
を
吹

き
込
ん
だ
の
は
歌
舞
伎
作
者
の
経
験
が
大
き
い
。
浄
瑠
璃
は
語
り
物
で
、

叙
事
詩
、
つ
ま
り
過
去
の
出
来
事
を
語
り
聞
か
せ
る
。（
3
）
一
方
、
歌
舞

伎
は
現
代
劇
で
あ
る
。
近
松
は
歌
舞
伎
の
現
代
劇
の
手
法
を
、
叙
事
詩
を

本
道
と
す
る
浄
瑠
璃
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
の
一
つ
は
、
演
目
の
素
材
そ
の

も
の
を
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、
同
時
代
に
も
と
め
た
世
話
物
で
あ
る
。

「
曽
根
崎
心
中
」
が
こ
の
類
だ
。
も
う
一
つ
の
手
法
は
、
過
去
の
出
来
事
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の
中
に
同
時
代
を
織
り
込
む
。
こ
の
同
時
代
の
出
来
事
と
し
て
、
同
じ
劇

場
街
で
公
演
を
行
っ
て
い
た
歌
舞
伎
に
つ
い
て
も
、
見
え
る
形
、
潜
在
的

な
形
と
様
々
な
レ
ベ
ル
で
取
り
入
れ
た
。「
嫗
山
姥
」
は
色
濃
く
当
時
の

歌
舞
伎
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。

　

特
に
同
時
代
の
歌
舞
伎
と
関
係
が
深
い
の
は
二
段
目
、
大
納
言
兼
冬
館

の
場
で
あ
る
。
兼
冬
の
娘
沢
瀉
姫
は
、
許
嫁
の
源
頼
光
が
悪
人
の
讒
言
に

よ
っ
て
勅
勘
を
蒙
っ
て
会
う
こ
と
も
叶
わ
ず
悲
し
み
に
く
れ
て
い
る
場
面

か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
に
、
煙
草
売
り
源
七
が
現
れ
る
。
遊
女
が
客
に
煙
草

を
す
す
め
る
吸
い
付
け
煙
草
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
煙
草
と
遊
里

は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。
煙
草
売
り
は
そ
の
煙
草
を
行
商
す
る
者

で
、
沢
瀉
姫
を
慰
め
る
た
め
に
、
腰
元
た
ち
か
ら
遊
里
の
様
子
を
知
り
た

い
と
求
め
ら
れ
、
源
七
は
三
味
線
を
つ
ま
弾
く
。
そ
の
三
味
線
の
音
に
ひ

か
れ
て
現
れ
た
紙
子
姿
の
傾
城
の
右
筆
が
、
手
紙
を
代
筆
し
て
恋
を
叶
え

よ
う
と
の
売
り
声
を
あ
げ
る
の
で
、
頼
光
を
恋
い
慕
う
沢
瀉
姫
が
屋
敷
に

招
き
あ
げ
る
。
こ
の
傾
城
の
右
筆
が
、
か
つ
て
全
盛
の
傾
城
八
重
桐
で
、

煙
草
売
り
源
七
の
別
れ
た
女
房
で
あ
っ
た
。
館
か
ら
流
れ
て
く
る
三
味
線

に
あ
わ
せ
て
聞
こ
え
る
小
唄
は
、
八
重
桐
と
源
七
と
な
じ
ん
だ
時
に
作
っ

た
も
の
で
、
は
た
し
て
館
に
上
が
る
と
源
七
が
い
る
。
し
か
し
、
沢
瀉
姫

の
手
前
源
七
と
は
言
葉
を
交
わ
さ
ず
、
沢
瀉
姫
の
求
め
に
応
じ
て
、
全
盛

の
傾
城
時
代
か
ら
夫
と
離
縁
す
る
ま
で
の
身
の
上
を
語
る
。
こ
の
語
り
の

中
に
、
親
の
敵
を
討
つ
こ
と
を
理
由
に
離
縁
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

館
に
あ
が
っ
て
女
性
た
ち
に
囲
ま
れ
て
い
る
源
七
へ
の
当
て
こ
と
（
あ
て

こ
す
り
）
を
言
う
。
こ
こ
ま
で
が
二
段
目
の
前
半
で
、
こ
の
八
重
桐
の
身

の
上
話
の
語
り
が
眼
目
で
、「
廓
話
」
の
段
と
称
し
て
現
代
ま
で
上
演
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
段
目
に
、
同
時
代
の
歌
舞
伎
が
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
近
松
自
身
の
歌
舞
伎
作
品
で
、
近
松
作
品
に
多
く
出
演
し
た
初

代
坂
田
藤
十
郎
の
代
表
作
「
け
い
せ
い
仏
の
原
」（
元
禄
一
二
年
〈
一
六

九
九
〉）
か
ら
、
プ
ロ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
文
言
も
一
部
取
り
入
れ
て
い

る
。
こ
の
時
代
の
歌
舞
伎
の
台
本
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
絵
入
り
で
あ

ら
す
じ
を
書
い
た
読
み
物
、
絵
入
狂
言
本
が
あ
る
。
絵
入
狂
言
本
は
、
あ

ら
す
じ
本
で
は
あ
る
が
プ
ロ
ッ
ト
を
伝
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
舞
台
と
し

て
の
見
せ
場
を
絵
や
文
章
で
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。「
け
い

せ
い
仏
の
原
」
は
通
常
の
一
冊
本
の
並
本
に
加
え
て
、
よ
り
詳
し
く
記
さ

れ
た
上
下
二
巻
の
上
本
も
揃
う
。
上
本
に
は
、
せ
り
ふ
芸
を
得
意
と
す
る

坂
田
藤
十
郎
が
語
っ
た
内
容
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
伎
の
「
仏
の

原
」
で
は
、
大
名
の
世
継
ぎ
で
あ
る
梅
永
文
蔵
が
傾
城
狂
い
の
た
め
に
勘

当
を
う
け
、
紙
子
姿
で
屋
敷
に
入
り
込
む
。
こ
の
場
面
は
「
嫗
山
姥
」
の

煙
草
屋
源
七
の
登
場
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、「
仏
の
原
」
の
梅
永
文
蔵

が
屋
敷
に
引
き
込
ま
れ
る
の
は
、
屋
敷
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
小
唄
が
自
分

の
な
じ
み
の
傾
城
奥
州
の
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。
坂
田
藤
十
郎
の
「
仏
の

原
」
は
大
当
た
り
し
、
続
編
、
続
々
編
ま
で
上
演
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
大

坂
で
も
嵐
座
が
「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
を
上
演
し
絵
入
狂
言
本
も
残
さ
れ

て
い
る
。
大
坂
版
の
嵐
座
で
も
、
な
じ
み
の
遊
女
の
曲
に
ひ
か
れ
て
屋
敷

に
入
る
場
面
が
あ
り
、「
仏
の
原
」
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
。
近
松
の

浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
の
観
客
は
、
煙
草
屋
源
七
の
小
唄
に
ひ
か
れ
た
八
重

桐
が
館
に
入
る
場
面
を
み
て
「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か

べ
た
に
相
違
な
い
。「
嫗
山
姥
」
の
八
重
桐
が
紙
子
で
登
場
す
る
場
面
、
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身
の
上
を
語
る
長
話
は
、「
仏
の
原
」
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
特
に
傾
城
時

代
の
痴
話
げ
ん
か
の
思
い
出
話
で
、
二
人
の
傾
城
が
一
人
の
男
を
と
り

あ
っ
て
廓
中
が
大
騒
ぎ
に
な
る
く
だ
り
を
聞
き
な
が
ら
、
観
客
は
歌
舞
伎

の
坂
田
藤
十
郎
の
話
芸
を
追
体
験
し
た
に
違
い
な
い
。「
仏
の
原
」
の
梅

永
文
蔵
を
つ
と
め
た
坂
田
藤
十
郎
は
、「
嫗
山
姥
」
初
演
の
三
年
前
の
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
大
坂
の
観
客
は
そ
の
思
い

出
と
と
も
に
鑑
賞
し
た
と
思
わ
れ
る
。
浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
で
は
、
煙
草

屋
源
七
が
実
は
坂
田
時
行
で
、
八
重
桐
の
身
の
上
話
で
は
な
じ
ん
だ
男
を

「
坂
田
の
何
が
し
」
と
ぼ
か
し
て
い
る
。
坂
田
時
行
は
、
源
頼
光
の
四
天

王
の
一
人
坂
田
の
金
時
の
父
で
あ
る
が
、
観
客
に
と
っ
て
は
坂
田
藤
十
郎

を
も
彷
彿
と
さ
せ
た
。

　

浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
の
観
客
の
中
に
は
、
十
三
年
前
に
ヒ
ッ
ト
し
た

「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
の
記
憶
が
お
ぼ
ろ
げ
で
、
三
年
前
に
亡
く
な
っ
た

坂
田
藤
十
郎
に
愛
着
の
な
い
観
客
も
い
る
だ
ろ
う
。
近
松
は
も
う
一
つ
の

同
時
代
の
歌
舞
伎
の
話
題
を
仕
込
ん
だ
。「
嫗
山
姥
」
が
初
演
さ
れ
た
正

徳
二
年
の
歌
舞
伎
の
劇
評
『
役
者
箱
伝
授
』（
正
徳
二
年
三
月
刊
）
で
大

坂
の
女
形
の
ト
ッ
プ
に
ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
る
荻
野
八
重
桐
を
取
り
入
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
荻
野
八
重
桐
の
芸
風
と
「
嫗
山
姥
」
に
生
か
さ
れ
た
手
法

に
つ
い
て
は
、
既
に
井
上
伸
子
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。（
4
）
井
上
氏
が
指

摘
す
る
荻
野
八
重
桐
の
芸
風
の
う
ち
、
特
に
本
作
で
生
か
さ
れ
た
の
は
、

せ
り
ふ
術
と
女
武
道
で
あ
る
。
正
徳
期
は
、
新
世
代
の
役
者
が
台
頭
し
た

時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
大
坂
に
新
し
く
台
頭
し
て
き
た
女
形
荻
野
八

重
桐
は
、
正
徳
二
年
春
に
歌
舞
伎
「
ひ
が
ん
桜
」
で
、
男
の
た
め
に
身
を

零
落
さ
せ
て
短
冊
売
り
と
な
っ
て
、
屋
敷
で
男
と
再
会
を
し
て
恨
み
を
述

べ
る
演
技
を
み
せ
、
大
坂
の
歌
舞
伎
の
観
客
も
坂
田
藤
十
郎
を
思
い
出
し

て
評
判
と
な
っ
た
。
近
松
は
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
も
そ
の
ま
ま
浄
瑠
璃
の
「
嫗

山
姥
」
に
取
り
入
れ
る
。「
嫗
山
姥
」
の
傾
城
の
右
筆
の
名
前
が
八
重
桐

な
の
も
そ
れ
に
よ
る
。

　

近
松
の
浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
の
廓
話
の
狙
い
は
、
八
重
桐
の
得
意
芸
の

せ
り
ふ
術
だ
け
で
は
な
い
。
歌
舞
伎
で
坂
田
藤
十
郎
が
当
て
た
や
つ
し
芸

を
、
女
の
登
場
人
物
の
八
重
桐
に
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
歌
舞
伎
の
や
つ

し
芸
は
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
と
な
っ
て
も
元
の
身
分
の
品
格
が
に
じ
み
出

た
り
、
庶
民
の
暮
ら
し
を
し
ら
ず
に
お
お
ら
か
に
振
る
舞
っ
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
き
る
ク
ス
リ
と
笑
え
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
な
ど
が
見
所
だ
。
ま

た
、「
や
つ
し
」
に
は
境
遇
の
零
落
だ
け
で
な
く
、
先
行
作
品
の
も
じ
り

（
パ
ロ
デ
ィ
）
を
も
含
意
す
る
よ
う
に
な
る
。（
5
）
全
盛
の
遊
女
が
右
筆
に

や
つ
し
た
だ
け
で
な
く
、
歌
舞
伎
役
者
の
坂
田
藤
十
郎
の
芸
を
浄
瑠
璃
に

お
い
て
遊
女
で
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
の
で
あ
る
。

三　

江
戸
の
荒
事
を
や
つ
す

　

井
上
氏
が
指
摘
す
る
歌
舞
伎
役
者
の
荻
野
八
重
桐
の
得
意
芸
の
女
武
道

は
、
前
の
時
代
の
女
形
と
異
な
る
表
現
を
試
み
る
中
で
、
特
に
観
客
の
支

持
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
八
重
桐
の
女
武
道
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
を
、
歌
舞
伎
の
資
料
で
あ
る
絵
入
狂
言
本
が
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
る
。

少
し
時
代
が
下
る
が
、
享
保
五
年
「
桜
曽
我
女
時
宗
」
で
荻
野
八
重
桐
は

時
宗
役
の
荒
事
を
つ
と
め
評
判
と
な
る
。
残
念
な
が
ら
本
作
の
絵
入
狂
言

本
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
八
重
桐
の
影
響
を
う
け
た
佐
野
川
万
菊
が
女
方

な
が
ら
五
郎
時
宗
を
つ
と
め
た
時
の
絵
入
狂
言
本
に
挿
絵
が
残
さ
れ
て
い
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る
。
こ
の
女
武
道
と
は
、
懐
剣
や
長
刀
を
り
り
し
く
扱
う
武
道
で
は
な
く
、

若
い
体
力
あ
ふ
れ
る
少
年
の
よ
う
な
働
き
を
見
せ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
怪
力
の
女
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
荒
事
系
の
女
武
道
は
、
荻

野
八
重
桐
が
大
坂
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
後
に
江
戸
に
下
り
、
二
年
間
江
戸
の

荒
事
芸
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
経
験
に
よ
る
。

　

こ
の
荒
事
に
も
近
い
女
武
道
は
、
近
松
の
浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
の
二
段

目
の
後
半
で
展
開
す
る
。
親
の
敵
を
う
つ
た
め
八
重
桐
と
縁
を
切
っ
た
煙

草
屋
源
七
こ
と
坂
田
時
行
は
、
親
の
敵
を
探
す
た
め
に
煙
草
売
り
に
身
を

や
つ
し
て
い
る
が
、
再
会
し
た
八
重
桐
か
ら
父
の
敵
は
妹
夫
婦
が
討
っ
た

こ
と
、
ま
た
、
そ
の
妹
を
源
頼
光
が
匿
っ
た
こ
と
に
よ
り
讒
訴
さ
れ
勅
勘

を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
時
行
一
人
で
こ
の
難
局
を
打
破
で

き
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
時
、
自
ら
の
命
を
絶
ち
、
魂
魄
は
八
重
桐
の
胎
内

に
宿
り
時
宜
を
得
て
出
生
す
る
と
語
っ
て
絶
命
す
る
。
常
の
女
と
は
異
な

る
不
思
議
な
力
を
得
た
八
重
桐
は
、
頼
光
に
縁
あ
る
沢
瀉
姫
を
捕
ら
え
に

来
る
敵
役
を
追
い
払
う
。
こ
こ
で
見
せ
た
の
が
歌
舞
伎
役
者
の
荻
野
八
重

桐
が
創
出
し
た
女
方
の
荒
事
の
芸
だ
。
現
行
文
楽
「
嫗
山
姥
」
で
は
、
八

重
桐
が
両
手
で
、
石
の
手
水
鉢
を
高
々
と
差
し
上
げ
る
。

　

歌
舞
伎
役
者
萩
野
八
重
桐
の
芸
を
浄
瑠
璃
作
品
に
取
り
入
れ
る
時
、
傾

城
の
右
筆
で
あ
る
八
重
桐
に
、
上
方
の
大
御
所
坂
田
藤
十
郎
の
長
話
と
江

戸
歌
舞
伎
を
代
表
す
る
荒
事
芸
を
、
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
「
や
つ
し
」
て
み

せ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
原
作
の
後
半
、
右
筆
の
八
重
桐
が
、
親
の

敵
も
討
た
ず
、
頼
光
の
支
え
に
も
な
れ
な
い
夫
の
ふ
が
い
な
さ
を
諫
め
る

場
面
も
立
役
の
異
見
事
の
や
つ
し
と
も
い
え
る
（
後
述
）。

　

そ
し
て
、
こ
の
諫
言
と
荒
事
風
の
芸
を
き
っ
か
け
に
、
同
時
代
の
廓
の

風
俗
と
歌
舞
伎
界
の
話
題
か
ら
、
再
び
、
源
頼
光
と
四
天
王
と
い
う
叙
事

詩
の
世
界
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
観
客
と
同
じ
時
代
と
叙
事
詩
の
世
界
を

往
還
す
る
浄
瑠
璃
の
同
時
代
化
の
手
法
で
あ
る
。

四　

現
行
曲
「
嫗
山
姥
」
と
道
行
「
山
廻
旭
の
粧
」

　

五
段
構
成
の
時
代
物
「
嫗
山
姥
」
で
現
在
上
演
さ
れ
る
の
は
、
二
段
目

の
み
で
あ
る
。

　

原
道
生
氏
は
、「「
や
つ
し
」
の
浄
瑠
璃
化
」
に
お
い
て
、
初
演
時
の

「
嫗
山
姥
」
の
「
あ
る
べ
き
観
客
の
要
件
」
と
し
て
、
当
事
最
も
人
気
の

あ
っ
た
歌
舞
伎
俳
優
荻
野
八
重
桐
の
演
技
を
、「
生
き
生
き
と
脳
裡
に
留

め
て
い
る
こ
と
」
が
期
待
さ
れ
て
い
て
、
観
客
は
そ
の
記
憶
と
重
ね
合
わ

「花
はな

賊
かいらぎ

庵
いおり

木
もっ

瓜
こう

」　五郎時宗　（女方）佐野川万菊　
国立国会図書館蔵
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せ
な
が
ら
近
松
作
品
を
観
劇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、「
太
夫
の
語
り

や
人
形
の
動
き
等
々
の
総
て
が
初
め
て
十
全
な
姿
を
と
り
得
る
」
も
の
と

し
て
近
松
の
「
嫗
山
姥
」
は
構
想
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。（
6
）
そ
し

て
、
そ
の
構
想
は
大
い
に
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
は
こ
の
時
代

の
観
客
が
共
有
す
る
当
事
の
歌
舞
伎
界
の
知
識
が
必
須
で
あ
る
。
こ
の
時

代
の
歌
舞
伎
界
は
、
荻
野
八
重
桐
に
よ
っ
て
女
方
の
芸
に
新
し
い
面
が
展

開
し
た
と
同
様
、
立
役
に
お
い
て
も
変
革
の
時
代
で
あ
っ
た
。
坂
田
藤
十

郎
の
よ
う
な
や
つ
し
芸
は
若
手
の
美
男
の
役
者
が
担
当
し
、
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
役
者
の
恋
愛
を
と
も
な
う
や
つ
し
芸
は
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ

あ
っ
た
。
実
力
の
あ
る
役
者
は
よ
り
複
雑
な
立
場
の
登
場
人
物
を
演
じ
る
。

難
局
に
対
応
す
る
芸
を
得
意
す
る
実
事
師
が
一
座
の
中
心
と
な
っ
た
時
代

だ
。
浄
瑠
璃
の
八
重
桐
が
夫
に
諫
言
す
る
異
見
事
も
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
嫗
山
姥
」
の
全
五
段
構
成
の
う
ち
、
正
徳
二
年
の
歌

舞
伎
界
を
色
濃
く
反
映
し
た
二
段
目
は
、
む
し
ろ
他
の
場
面
よ
り
早
く
廃

れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
嫗
山
姥
」
が
現
行
曲
と
し
て
現
代

に
残
っ
た
の
は
、
こ
の
二
段
目
で
あ
る
。
現
行
曲
と
な
る
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
を
確
認
す
る
。（
7
）

　
「
嫗
山
姥
」
は
正
徳
二
年
初
演
の
好
評
に
よ
る
直
後
の
再
演
の
あ
と
、

三
十
年
を
経
た
延
享
元
年
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
再
演
さ
れ
、

浄
瑠
璃
本
も
再
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
十
年
近
く
経
た
宝
暦
十
二
年
（
一

七
六
二
）
に
二
段
目
の
み
の
上
演
記
録
が
あ
る
。
そ
の
後
安
永
二
年
（
一

七
七
三
）
に
序
中
、
二
ノ
切
の
上
演
が
み
ら
れ
る
。
序
中
と
は
、
二
段
目

に
関
連
す
る
、
煙
草
屋
源
七
の
妹
夫
婦
の
敵
討
ち
を
描
く
宿
屋
の
段
で
あ

る
。
さ
ら
に
三
十
年
を
経
た
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
江
戸
の
結
城
座

で
沢
瀉
姫
の
館
の
二
段
目
と
、
敵
方
か
ら
源
頼
光
を
守
る
た
め
に
犠
牲
と

な
る
義
弟
と
そ
の
親
の
葛
藤
が
描
か
れ
る
三
段
目
が
上
演
さ
れ
る
。
三
段

目
の
下
限
は
管
見
の
範
囲
で
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
天
保
期
（
一
八
三

〇
）
頃
ま
で
は
宿
屋
の
段
と
二
段
目
と
「
山
廻
り
」
が
上
演
さ
れ
、
そ
れ

以
降
は
、
沢
瀉
姫
の
館
の
段
（
御
殿
の
段
、
廓
往
語
の
段
、
し
ゃ
べ
り
山

姥
の
段
な
ど
と
称
す
）
と
「
景
事
足
柄
山
の
段
」
の
上
演
が
大
正
期
ま
で

続
き
、
昭
和
に
入
っ
て
二
段
目
の
廓
話
の
み
の
上
演
と
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
形
浄
瑠
璃
の
「
嫗
山
姥
」
は
江
戸
時
代
か
ら
再

演
さ
れ
て
い
る
演
目
で
は
あ
る
が
、
時
代
物
の
演
目
と
し
て
通
し
上
演
さ

れ
た
事
例
が
一
例
、
三
段
目
ま
で
の
半
通
し
上
演
が
江
戸
で
一
例
で
あ
る
。

一
日
の
公
演
の
主
た
る
演
目
（
建
狂
言
）
と
は
な
ら
ず
、「
嫗
山
姥
」
の

二
段
目
を
中
心
と
し
た
場
面
を
、
一
日
の
興
行
の
最
後
に
短
く
上
演
さ
れ

る
演
目
（
付
け
物
）
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
文
化
八
年
（
一
八
一

一
）
七
月
大
坂
大
西
芝
居
で
の
興
行
は
、
建
狂
言
「
競
伊
勢
物
語
」
の
付

け
物
と
し
て
の
上
演
で
、
原
作
「
嫗
山
姥
」
に
は
な
か
っ
た
「
松
葉
煙
草

の
艶
男
」「
紙
子
仕
立
の
全
盛
」
と
上
演
外
題
に
角
書
き
が
つ
く
。
ま
た
、

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
番
付
で
は
、
快
童
丸
（
金
時
）
が
出
生
し
た

山
の
段
を
「
大
切　

け
い
事　

山
廻
り
旭
化
粧
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
原
作
の
五
段
構
成
の
時
代
物
か
ら
、
原
作
の
二
段
目
を
中
心
に
、

二
段
目
（
廓
話
の
段
）
の
理
解
を
助
け
る
宿
屋
の
段
、
二
段
目
の
後
日
話

の
景
事
山
廻
り
の
段
の
三
場
面
の
短
編
へ
と
、
十
九
世
紀
に
再
構
成
さ
れ

た
。
そ
の
宿
屋
の
段
も
江
戸
時
代
の
う
ち
に
上
演
さ
れ
な
く
な
り
、
二
段

目
の
廓
話
と
景
事
の
構
成
で
近
代
ま
で
伝
承
し
、
さ
ら
に
昭
和
に
入
っ
て
、
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景
事
も
上
演
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
現
行
曲
と
な
っ
た
。

　

現
行
曲
「
嫗
山
姥
」
の
二
段
目
は
、
原
作
の
後
半
、
右
筆
の
八
重
桐
が
、

夫
の
ふ
が
い
な
さ
を
嘆
く
異
見
事
か
ら
、
夫
の
一
念
を
胎
内
に
宿
し
て
敵

を
蹴
散
ら
す
幕
切
れ
ま
で
に
、
原
作
の
本
文
の
省
略
や
書
き
換
え
が
あ
る
。

特
に
八
重
桐
の
異
見
事
は
、
夫
の
坂
田
時
行
を
切
腹
に
追
い
込
む
重
要
な

場
面
だ
が
大
き
な
省
略
が
あ
る
。
こ
の
異
見
事
は
、
ふ
が
い
な
い
若
殿
な

ど
を
家
臣
が
命
が
け
で
諫
言
す
る
（
8
）
芸
で
、
原
作
初
演
時
の
歌
舞
伎
で

は
立
役
の
見
せ
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
元
傾
城
の
八
重
桐
に
さ
せ

る
の
も
近
松
の
工
夫
で
あ
る
が
、
後
の
時
代
の
浄
瑠
璃
と
し
て
は
歌
舞
伎

役
者
荻
野
八
重
桐
の
芸
が
わ
か
ら
な
く
な
り
省
略
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

浄
瑠
璃
本
は
、
初
演
時
に
作
者
が
書
き
下
ろ
し
て
太
夫
が
語
っ
た
テ
キ

ス
ト
を
全
て
収
め
た
通
し
本
と
、
通
し
本
か
ら
抜
き
出
し
て
浄
瑠
璃
を
愛

好
す
る
素
人
の
稽
古
用
に
刊
行
さ
れ
た
抜
き
本
が
存
在
す
る
。（
9
）
近
代

に
入
っ
て
も
浄
瑠
璃
を
趣
味
と
す
る
人
々
の
た
め
に
、
抜
き
本
は
刊
行
さ

れ
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
刊
行
さ
れ
た
抜
き
本
だ
け
で
な
く
、
浄
瑠
璃
太

夫
や
三
味
線
奏
者
が
自
ら
の
稽
古
の
た
め
に
書
き
写
し
た
本
も
残
さ
れ
て

い
る
。
通
し
本
の
再
版
は
行
わ
れ
る
が
上
演
に
即
し
て
本
文
を
改
定
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
実
際
の
上
演
の
実
態
は
抜
き
本
が
伝
え
る
場
合

が
あ
る
。

　

現
行
曲
「
嫗
山
姥
」
の
「
廓
話
」
の
段
の
改
変
は
こ
れ
ら
の
抜
き
本
で

確
認
が
で
き
、
既
に
江
戸
時
代
か
ら
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
10
）

稽
古
本
の
多
く
は
刊
年
の
特
定
が
難
し
い
も
の
が
多
い
が
、
表
紙
に
記
さ

れ
た
太
夫
名
か
ら
文
政
九
年
～
十
二
年
（
一
八
二
〇
年
代
）
に
刊
行
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
稽
古
本
（
11
）
は
、
ほ
ぼ
現
行
曲
に
近
い
省
略
と
書
き
換

え
が
あ
る
。（
12
）
こ
の
改
訂
は
、
近
代
に
入
っ
て
刊
行
さ
れ
た
稽
古
本
な

ら
び
に
、
昭
和
期
の
三
味
線
奏
者
に
よ
る
写
本
で
も
同
様
に
み
ら
れ
、
十

九
世
紀
初
頭
か
ら
現
行
曲
に
近
い
形
で
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
山
廻
り
の
段
は
管
見
の
範
囲
で
は
太
夫
や
三
味
線
奏
者
の
写
本

が
残
る
の
み
で
刊
本
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
本
文
は
、
近
松
の
原
作
「
嫗
山

姥
」
と
は
異
な
る
。
原
作
「
嫗
山
姥
」
で
は
、
二
段
目
の
結
末
で
坂
田
時
行

の
一
念
が
八
重
桐
の
胎
内
に
宿
っ
た
後
、
四
段
目
で
頼
光
が
信
州
の
山
中

に
て
八
重
桐
と
彼
女
が
産
み
落
と
し
た
快
童
丸
と
出
会
い
、
快
童
丸
が
坂

田
金
時
と
な
っ
て
四
人
目
の
家
来
に
取
り
立
て
ら
れ
る
。
抜
き
本
の
山
廻

り
の
段
は
、
足
柄
山
（
金
太
郎
の
出
生
地
）
で
、
快
童
丸
の
尋
常
な
ら
ざ

る
怪
力
と
そ
れ
を
見
守
る
母
（
山
姥
）
の
と
こ
ろ
へ
、
取
り
囲
む
敵
方
を

快
童
丸
が
追
い
散
ら
す
場
面
で
終
わ
っ
て
い
る
。
複
数
の
抜
き
本
（
13
）
を

み
る
と
、「
足
柄
山
景
事
」「
金
時
足
柄
山
」
と
通
称
し
、
明
ら
か
に
近
松

の
原
作
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五　

現
行
曲
「
嫗
山
姥
」
と
十
九
世
紀
の
歌
舞
伎
の
「
嫗
山
姥
」

　

近
松
の
原
作
と
異
な
っ
た
設
定
の
山
廻
り
の
段
に
関
し
て
は
歌
舞
伎
の

資
料
が
存
在
す
る
。

　

歌
舞
伎
に
お
け
る
「
嫗
山
姥
」
の
上
演
史
に
つ
い
て
は
、
安
田
徳
子
氏

が
整
理
さ
れ
て
い
る
。（
14
）
安
田
氏
に
よ
れ
ば
、
浄
瑠
璃
で
の
初
演
以
降
、

上
方
の
歌
舞
伎
で
も
複
数
回
上
演
さ
れ
、
十
八
世
紀
後
半
（
安
永
・
天
明

期
）
は
嵐
小
六
、
嵐
雛
助
親
子
に
よ
っ
て
原
作
に
準
じ
て
上
演
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
（
寛
政
・
文

化
）
に
か
け
て
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
手
掛
け
、
さ
ら
に
歌
右
衛
門
が
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江
戸
に
も
た
ら
し
、
江
戸
の
歌
舞
伎
で
も
定
着
し
た
。（
15
）

　

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
年
三
月
十
一
日
大
坂
角
の
芝
居
（
座
本
中
村

金
蔵
）
で
、
前
狂
言
「
比
良
嶽
雪
見
陣
立
」
の
切
狂
言
と
し
て
「
嫗
山
姥
」

が
上
演
さ
れ
た
。
角
書
は
「
松
葉
烟
草
の
色
男
」「
紙
子
仕
立
の
全
盛
」

と
あ
り
、「
景
事
道
行
山
廻
り
旭
の
よ
そ
ほ
ひ
」
が
つ
く
。
浄
瑠
璃
の
番

付
で
角
書
が
つ
く
の
に
先
ん
じ
て
い
る
。
こ
の
上
演
時
と
思
わ
れ
る
正
本

「
景
事　

山
廻
旭
の
粧
」
が
演
劇
博
物
館
所
蔵
『
許
多
脚
色
帖
』
十
四
巻
に

あ
る
。『
許
多
脚
色
帖
』
は
三
代
目
歌
右
衛
門
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
吉
野

五
運
が
、
狂
言
作
者
で
随
筆
家
の
浜
松
歌
国
（
一
七
七
六
～
一
八
二
七
）

に
編
纂
さ
せ
た
貼
込
帖
で
、
こ
の
興
行
の
番
付
の
次
に
貼
り
付
け
ら
れ
た

正
本
で
あ
る
の
で
、
こ
の
時
の
興
行
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。（
16
）
こ
の

歌
舞
伎
舞
踊
の
詞
章
が
、
浄
瑠
璃
の
山
の
段
の
三
味
線
奏
者
に
よ
っ
て
近

代
ま
で
伝
承
さ
れ
た
写
本
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
あ
る
。（
本
稿
の
付
録
と

し
て
翻
刻
）

　

上
方
歌
舞
伎
で
「
廓
話
」
と
「
山
姥
」
の
景
事
の
短
編
作
品
が
完
成
し
、

そ
れ
を
文
化
年
間
に
浄
瑠
璃
に
移
入
し
た
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
な

お
、
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
抜
き
本
（
17
）
に
は
、
山
廻
り
を
す
る
山
姥
と
源

頼
光
が
出
会
い
、
山
姥
の
住
家
に
い
ざ
な
う
場
面
を
近
松
の
原
作
の
四
段

目
の
通
り
抜
粋
し
た
「
嫗
山
姥　

山
め
ぐ
り
」
も
あ
る
。
歌
舞
伎
を
取
り

入
れ
た
「
山
廻
り
旭
粧
」
と
近
松
の
原
作
通
り
の
山
廻
り
が
、
浄
瑠
璃
の

上
演
史
で
併
存
し
た
時
期
が
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
鳥
居
フ
ミ
子
氏
は

（
18
）、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
正
月
の
切
浄
瑠
璃
「
嫗
山
姥
」
で
は
、

太
夫
の
出
語
り
、
人
形
の
出
遣
い
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
華
や
か
な
演
出
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浄
瑠
璃
番
付
の
挿
絵
を
紹
介
さ
れ
、

文
化
期
か
ら
歌
舞
伎
の
芝
居
絵
で
定
着
し
た
山
姥
と
金
太
郎
の
構
図
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
十
九
世
紀
初
頭
に
は
、
歌
舞
伎
の
景

事
を
取
り
入
れ
た
短
編
の
浄
瑠
璃
が
切
浄
瑠
璃
と
し
て
定
着
し
た
と
言
え

そ
う
だ
。

　

浄
瑠
璃
の
現
行
曲
「
廓
語
」
の
改
変
も
抜
き
本
「
廓
往
話
」
の
刊
行
時

期
か
ら
、
同
じ
時
期
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
歌
舞
伎
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
五
段
構
成
の
原
作
「
嫗
山
姥
」
と
、

現
行
曲
「
嫗
山
姥
」
と
は
見
ど
こ
ろ
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
作
の
、

場
面
を
重
ね
な
が
ら
四
天
王
が
揃
う
構
成
、
同
時
代
の
歌
舞
伎
の
パ
ロ

デ
ィ
の
面
白
さ
、
原
作
に
あ
っ
た
三
段
目
の
身
替
り
の
悲
劇
は
喪
失
す
る
。

そ
し
て
建
狂
言
で
は
な
く
、
一
日
の
長
い
公
演
の
最
後
に
楽
し
む
付
け
物

の
位
置
づ
け
と
な
る
。

　

八
重
桐
が
身
の
上
を
語
る
廓
の
長
咄
は
、
夕
霧
・
伊
座
衛
門
の
『
吉
田

屋
』
の
よ
う
な
上
方
の
お
か
し
み
を
伴
う
や
つ
し
芸
を
楽
し
む
。
そ
の
た

め
、
原
作
に
あ
る
夫
を
切
腹
に
追
い
込
む
異
見
事
は
半
分
に
省
略
さ
れ
、

話
芸
の
面
白
さ
は
廓
話
に
集
約
さ
れ
る
。

　

幕
切
れ
で
一
転
し
て
怪
力
の
女
性
へ
と
転
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
怪
力
の

女
性
は
、『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』「
毛
谷
村
」
の
お
園
な
ど
に
ひ
き
つ
が
れ

ス
ト
ッ
ク
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
楽
し
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
山
の
段
は
、
現
在
で
は
上
演
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
足
柄
山
の

山
姥
と
快
童
丸
の
舞
踊
を
楽
し
む
演
目
へ
と
変
化
し
た
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
近
松
の
浄
瑠
璃
作
品
を
現
代
の
劇
場
で
楽

し
む
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
予
備
知
識
が
必
要
だ
。
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二
段
目
は
、
他
の
近
松
作
品
に
比
べ
て
改
変
は
少
な
い
方
で
、
江
戸
時

代
か
ら
再
演
が
行
わ
れ
「
原
作
通
り
」
に
近
い
と
解
説
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
。
し
か
し
、
作
品
の
狙
い
は
原
作
を
読
む
だ
け
で
は
肩
透
か
し
を
く
っ

た
印
象
を
受
け
る
だ
ろ
う
。

　

現
行
曲
の
二
段
目
は
本
文
の
改
変
は
あ
ま
り
な
く
て
も
、
十
九
世
紀
に

歌
舞
伎
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
宿
屋
の
段
と
山
廻
り
の
景
事
を
伴
い
、

「
松
葉
煙
草
の
艶
男
」「
紙
子
仕
立
の
全
盛
」
と
外
題
に
角
書
き
が
つ
く
短

編
の
戯
曲
と
し
て
再
生
し
、
興
趣
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
経
て
、

現
代
で
は
二
段
目
の
み
が
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
見
近
松
の
原

作
通
り
に
見
え
て
も
、
初
演
時
な
ら
で
は
の
同
時
代
性
は
失
わ
れ
、
現
在

の
み
ど
こ
ろ
は
「
廓
話
」
の
上
方
の
や
つ
し
芸
と
話
芸
、
さ
ら
に
山
姥
へ

の
転
生
を
楽
し
む
演
目
で
あ
る
。

　

近
松
浄
瑠
璃
の
現
代
の
舞
台
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
原
作
を

読
む
だ
け
で
は
な
く
、
初
演
と
同
時
代
の
社
会
状
況
、
初
演
以
降
の
上
演

史
、
さ
ら
に
は
、
歌
舞
伎
と
の
交
流
、
近
代
以
降
の
変
更
な
ど
多
角
的
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
「
嫗
山
姥
」
は
本
文
の
変
更
が
少
な
い
ゆ

え
に
初
演
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
作
品
と
誤
解
を
与
え
る
が
、
江
戸
時
代
後

期
の
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
作
品
の
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
も
時
代
を

経
て
か
わ
っ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
い
。

付
録　

翻
刻　
（
演
劇
博
物
館　

所
蔵
番
号E12-06288-014

）　

『
景け

い
ご
と事　

山や
ま
め
ぐ
り廻
旭あ
さ
ひ

の
粧
よ
そ
ほ
ひ

』

く
わ
い
と
う
ま
る
ニ　

嵐
三
五
郎

山
う
ば
ニ　

嵐
小
六

哥�

中
村
冨
五
郎　

哥�

中
村
伝
吉　

哥�

中
村
新
七

三
味
線�

花
桐
亦
十
郎　

嵐
文
四
郎　

嵐
常
八

笛�

市
川
亀
助　

小
つ
ゞ
み�

和
田
幸
次
郎　

大
つ
ゞ
み�

西
村
安
兵
衛　

太

鼓�

岩
崎
市
右
衛
門
（「
あ
さ
ひ
壱
」
オ
）

景
事　

山
廻
リ
旭
粧

ゆ
ウ
く
ウ
み
イ
ち
イ
は
。
ハ
ル
鳥と
り

も
か
よ
は
ぬ
。
山
中
を
ヲ
ヽ
い
つ
を
ヲ
ヽ
け

ふ
共
果は

て

し
な
く
。
こ
ず
へ
の
は
な
ハ
ツ
ミ
の
さ
そ
ひ
く
る
。
文
ま
し
て
我わ
が

名な

を
夕ゆ
ふ

月つ
き

の
合
ク
ル
浮う
き
よ世
を
渡わ
た

る
一
ト
ふ
し
も
ハ
ル
き
や
う
け
ん
き
ゞ
や
う

の
道み

ち

す
ぐ
に
さ
ん
ぶ
つ
き
や
う
の
い
ん
ぞ
か
し
。
つ
ま
づ
く
方
に
指ゆ
び

さ
し

て
跡あ

と

に
残の
こ

れ
る
お
さ
な
子
を
母
が
ま
ね
け
ば
合
ち
よ
こ
〳
〵
〳
〵
と
わ
る

さ
あ
そ
び
を
し
ば
し
と
留
る
。
ウ
花
ア
ざ
か
り
た
お
り
や
せ
じ
と
わ
ら
ん

べ
が
木
の
ね
岩い

わ

角か
ど

木こ

の
間
〳
〵
を
（「
あ
さ
ひ
壱
」
ウ
）
か
き
わ
け
合
ふ

み
わ
け
そ
ろ
〳
〵
行ゆ

け

ば
。
隣と
な
り

は
青あ
を

し
夏な
つ

山
の
。
文
柏か
し
は

ち
る
て
ふ
う
の
花
や

山
に
よ
ほ
ん
ほ
ほ
ヽ
間
や
れ
ほ
ほ
と
ん
と
。
と
ぎ
す
お
も
し
ろ
や
。
な
が

め
〳
〵
て
し
ば
し
や
す
ら
い
い
た
り
け
る
。

の
ふ
母は
ゝ

さ
ま
ち
ゝ
の
も
ふ

い
や
な
ら
わ
し
が
東あ

づ
ま

ま
ん
ち
う
十
ヲ
く
ふ
と
い
ふ
た
ら
お
ま
へ
は
合が

点て
ん

せ

ず
我わ

が

は
ら
い
た
い
と
い
わ
し
や
ん
し
た
わ
し
や
な
ん
ぼ
で
も
の
ま
し
や
せ

ぬ
涙な

み
た

と
と
も
に
あ
し
ず
り
し
わ
る
さ
せ
う
よ
り
い
か
を
ば
の
ぼ
し
や
登の
ぼ

す

顔か
ほ

見
て
は
な
げ
を
つ
ろ
よ
〳
〵

お
ん
ら
が
住す
み
か家
は
ナ
あ
し
が
ら
の
山
お

く
の
で
ん
ぐ
り
〳
〵
く
り
の
木
の
合
木
の
ね
を
（「
あ
さ
ひ　

二
」
オ
）

枕ま
く
ら

に
こ
ろ
び
ね
。
も
し
ね
ま
へ
猪し
し

で
も
熊く
ま

で
も
き
た
ら
ば
合
ひ
ん
抱だ
い

て
こ

れ
。
ハ
ル
ゑ
ら
い
め
に
あ
わ
そ
へ

船
と
な
ア
ヽ
り
下
帆ほ
ヲ
ヽ
と
な
る
人
の
気

イ
心
。
し
や
せ
ま
し
。
合
冬ふ
ゆ

の
鶯
う
ぐ
ひ
す

色
云
た
ひ
事
も
合
ほ
う
と
〳
〵
斗
り
い

な
あ
ふ
せ
色
取と
り

持も
つ

顔か
お

で
呼よ
ぶ

子ご

鳥ど
り

。
そ
の
手
を
ひ
つ
た
り
水
遊あ
そ

び
思
や
い
な
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も
の
く
ふ
な
物
よ
。
合
あ
じ
な
所
に
せ
か
い
が
有
て
嬉う
れ

し
合
ど
ん
く
り
し

や
く
な
ぎ
杉す

ぎ

の
木
幾い
く

と
し
重か
さ

ね
さ
か
ゆ
る
。
重し
げ

る
山
。
合
登の
ほ
り

〳
〵
て
た
に

ぞ
こ
み
れ
ば
手
ご
ろ
の
石
と
引
お
こ
し
。
力ち

か
ら

た
め
し
大た
い

石せ
き

。
大た
い

木ぼ
く

。
て
だ

ま
に
つ
い
て
あ
り
や
〳
〵
こ
り
や
〳
〵
。
け
が
を
ば
す
る
な
快く

は
い

童ど
う

丸ま
る

母は
ゝ

が

諫い
さ

め
て
た
ち
ど
ま
る
（「
あ
さ
ひ　

二
」
ウ
）

注（
1
）
内
山
美
樹
子
氏
は
折
に
触
れ
て
、
現
行
曲
は
原
作
通
り
で
は
な
い
こ
と

を
紹
介
し
続
け
て
い
る
。「
近
松
作
品
と
現
行
曲
―
演
出
の
変
遷
と
改
作
・
復

活
の
問
題
―
」『
近
松
へ
の
招
待
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
三
三
～
七
五

頁
。「
文
楽
で
聴
く
近
松
―
心
中
天
網
島
・
冥
途
の
飛
脚
・
心
中
宵
庚
申
」『
國

文
學
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
特
集
・
江
戸
の
劇
空
間
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
、

一
一
六
～
一
二
四
頁
、
他
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
う
け
て
、
現
代
で
は
、
た
と

え
ば
「
曽
根
崎
心
中
」
な
ど
原
作
通
り
で
な
い
作
品
に
は
、
近
松
門
左
衞
門

原
作
、
野
澤
松
之
輔
補
綴
、
ま
た
は
、
野
澤
松
之
輔
脚
色
と
、
記
載
し
て
い
る
。

（
2
）『
義
太
夫
年
表　

近
世
篇
』
第
一
巻
、
一
九
七
九
年
、
八
木
書
店
、
四
七

頁
。
以
降
、
浄
瑠
璃
の
興
行
に
つ
い
て
は
『
義
太
夫
年
表
』
を
使
用
し
た
場

合
は
、
特
に
断
ら
な
い
。

（
3
）
内
山
美
樹
子「『
関
八
州
繋
馬
』と
そ
の
周
辺
」『
歌
舞
伎　

研
究
と
批
評
』

八
、
歌
舞
伎
学
会
、
一
九
九
二
年
、
特
に
「
嫗
山
姥
」
と
関
係
が
深
い
の
は

一
五
～
一
八
頁
。
近
松
が
、
若
年
か
ら
大
内
で
身
に
つ
け
た
古
典
文
学
の
教

養
を
駆
使
し
て
、
平
安
朝
史
の
中
に
頼
光
四
天
王
を
位
置
づ
け
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
登
場
人
物
が
史
実
と
異
な
り
、
従
来
の
頼
光
四
天
王
物
の
よ
う
に

荒
唐
無
稽
な
設
定
を
し
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
近
松
は
歴
史
を
踏
ま

え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
4
）
井
上
伸
子「
初
代
萩
野
八
重
桐
と
そ
の
時
代
の
女
方
―
付
、上
演
年
譜
―
」

『
近
世
文
芸
』
三
五
、
一
九
八
一
年
一
二
月
、
一
九
～
三
五
頁
。「『
嫗
山
姥
』

―
金
時
出
生
譚
と
萩
野
八
重
桐
」『
國
文
學
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
二
〇

〇
二
年
五
月
、
七
一
～
七
六
頁
。

（
5
）�『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
六
番
目
の
意
味
と
し
て
「
近
世
、
文
芸
・
演

劇
で
の
用
語
。
原
型
・
原
作
を
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
適
当
に
と
り
な
し
て

ま
ね
る
こ
と
。
古
典
上
の
人
物
・
事
件
を
、
世
話
風
の
も
の
、
当
世
風
の
も

の
に
改
め
た
り
し
て
似
せ
て
作
る
こ
と
。
も
じ
り
。」
と
し
、
用
例
と
し
て
正

徳
六
年
刊
の
評
判
記
『
役
者
我
身
宝
』
を
挙
げ
る
。「
嫗
山
姥
」
初
演
の
四
年

後
の
用
例
で
あ
る
。

（
6
）
原
道
生
「「
や
つ
し
」
の
浄
瑠
璃
化
―
煙
草
売
り
源
七
の
明
と
暗
―
」『
近

松
浄
瑠
璃
の
作
劇
法
』、二
〇
一
三
年
、八
木
書
店
、一
〇
四
頁
。
初
出
は
『
文

学
』
四
三
、
一
九
七
五
年
。

（
7
）
興
行
は
『
義
太
夫
年
表
』
近
世
篇
、
明
治
篇
、
大
正
篇
、
昭
和
篇
、
な

ど
を
参
照
し
た
。

（
8
）
近
世
期
に
お
い
て
主
君
へ
の
反
抗
（
逆
罪
）
は
最
も
重
い
罪
で
あ
る
。

例
え
ば
、
主
殺
し
は
、
死
罪
の
中
で
も
一
番
重
い
鋸
挽
が
課
せ
ら
れ
る
。
平

松
義
郎
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
一
九
八
八
、
平
凡
社
、
八
四
頁
。

（
9
）
通
し
本
の
抜
き
本
に
つ
い
て
は
、
神
津
武
男
『
浄
瑠
璃
本
史
研
究
』
二

〇
〇
九
年
、
八
木
書
店
、
二
七
～
八
八
頁
に
よ
る
。

（
10
）
神
津
武
男
氏
は
、「『
嫗
山
姥
』
二
段
目
切
「
廓
往
語
」
は
、初
演
本
文（
通

し
本
・
八
行
本
）
と
、
現
行
本
文
の
間
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
ひ
と
つ
。」
と
、

二
〇
一
三
年
に
指
摘
さ
れ
、「
問
題
は
、
改
訂
本
文
の
成
立
時
期
（
現
行
曲�

の
出
発
点
）
は
何
時
か
。」
と
す
る
。https://tw

itter.com
/Izum

onojyo/
status/328945179937624064　

な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
も
稽
古

本
を
含
む
浄
瑠
璃
本
を
博
捜
す
る
神
津
氏
に
現
存
の
状
況
な
ど
ご
教
示
を
い

た
だ
い
た
。

（
11
）
演
劇
博
物
館
蔵
『
嫗
山
姥
』「
煙
草
売
の
段
」「
座
本
豊
竹
絹
太
夫　

鶴

澤
福
松
」（ｲ

14-3-205

）

（
12
）
演
劇
博
物
館
蔵
、江
戸
の
版
元
大
阪
屋
秀
八
が
板
行
し
た
『
嫗
山
姥
』「
二

段
目
下
」
に
「
出
語
リ　

竹
本
岡
太
夫
、
三
弦
野
澤
庄
蔵
、
ツ
レ
野
沢
八
助
」

と
す
る
六
行
の
抜
き
本
（ｲ

I14-3-723

）
に
も
同
様
の
改
訂
が
み
ら
れ
る
。
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こ
の
太
夫
と
三
味
線
の
顔
ぶ
れ
で
の
「
嫗
山
姥
」
の
興
行
が
確
認
で
き
て
い

な
い
。
三
味
線
の
庄
蔵
と
八
助
が
同
座
す
る
の
は
寛
政
年
間
で
あ
る
が
、
太

夫
と
の
共
演
が
確
認
で
き
な
い
。
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。
も
し
、
寛
政
年
間

な
ら
、
改
訂
の
時
期
が
す
こ
し
繰
り
上
が
る
。

（
13
）
大
阪
市
立
図
書
館
に
所
蔵
す
る
明
治
の
義
太
夫
節
の
三
味
線
野
澤
吉
兵

衛
遺
文
庫
本
、
演
劇
博
物
館
に
所
蔵
す
る
東
京
の
義
太
夫
節
界
で
活
躍
し
た

豊
沢
和
孝
氏
（
一
九
九
六
年
没
）
旧
蔵
本
な
ど
に
よ
る
。
神
津
氏
の
研
究
（
前

掲
注
９
）
に
よ
れ
ば
、
抜
き
本
の
刊
行
は
、
通
し
本
の
刊
行
と
関
係
が
深
く
、

後
述
す
る
よ
う
に
「
足
柄
山
の
段
」
は
歌
舞
伎
に
由
来
す
る
も
の
で
、
浄
瑠

璃
の
通
し
本
と
は
関
係
が
な
い
た
め
に
、
抜
き
本
の
刊
本
も
存
在
し
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
鳥
居
フ
ミ
子
氏
は
、
原
作
「
嫗
山
姥
」
で
信
州
の

山
中
で
あ
る
こ
と
は
近
松
の
間
違
い
と
し
て
い
る
。（
注
15
、
六
五
頁
）
謡
曲

に
通
じ
、
前
掲
注
３
に
あ
る
よ
う
に
歴
史
に
精
通
す
る
近
松
が
迂
闊
に
誤
っ

た
と
は
考
え
難
い
。
本
作
が
、
謡
曲
「
山
姥
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
、

二
段
目
が
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
「
や
つ
し
」
の
趣
向
と
考
え
る

な
ら
ば
、
謡
曲
「
山
姥
」
の
冒
頭
で
、
百
魔
山
姥
と
名
乗
る
遊
女
が
信
濃
の

善
光
寺
を
め
ざ
す
設
定
を
や
つ
し
の
趣
向
で
浄
瑠
璃
に
利
か
せ
て
い
る
と
考

え
た
い
。
し
か
し
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
後
世
の
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
、

よ
く
知
ら
れ
た
金
時
出
生
譚
に
あ
る
足
柄
山
と
改
変
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

（
14
）
安
田
徳
子
「「
嫗
山
姥
」
研
究
―
歌
舞
伎
上
演
を
中
心
に
―
」『
名
古
屋

芸
能
文
化
』
二
二
、
二
〇
一
二
年
、
八
八
～
九
五
頁
。

（
15
）
鳥
居
フ
ミ
子
『
金
太
郎
の
誕
生
』
二
〇
〇
二
年
、
勉
誠
社
、
一
二
五
～

一
二
六
頁
。

（
16
）
江
戸
で
は
長
唄
や
豊
後
系
の
浄
瑠
璃
の
正
本
の
刊
行
が
盛
ん
で
あ
る
が
、

上
方
で
は
あ
ま
り
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
と
上
方
を
ま
た
に
か
け
て
活

躍
し
た
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
江
戸
の
正
本
の
文
化
を
上
方
に
も
た
ら
し

板
行
さ
れ
た
。
上
方
の
正
本
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
に

詳
し
い
赤
間
亮
先
生
に
ご
教
示
を
受
け
た
。
な
お
、
竹
内
道
敬
氏
が
「
上
方

正
本
考
」（『
続
近
世
邦
楽
考
』（
二
〇
一
二
年
、
南
窓
社
、
八
二
頁
、
一
二
五

頁
）
で
紹
介
さ
れ
た
吉
野
屋
勘
兵
衛
「
長
唄　

け
い
こ
本　

金
時
山
姥　

け

い
事
山
廻
リ
旭
粧
」
も
同
じ
語
り
だ
し
で
あ
る
。
吉
野
屋
勘
兵
衛
の
活
動
時

期
は
、
寛
政
か
ら
明
治
初
め
と
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
所
蔵
番
号　

ﾆ
11-3054-1　

横
本
の
抜
き
本
集
。
表
紙
が
な
く
刊
行
年

次
不
明
。

（
18
）
前
掲
、
鳥
居
フ
ミ
子
『
金
太
郎
の
誕
生
』、
一
三
六
頁
。


