
Title 幸若舞曲『敦盛』の成立
Sub Title The creation of Kowaka-mai "Atsumori"
Author 佐谷, 眞木人(Saya, Makito)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1995

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.69, (1995. 12) ,p.22- 39 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00690001-

0022

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


幸
若
舞
曲

『
敦
盛
』
の
成
立

佐

谷

民
木
人

幸
若
舞
曲
「
敦
盛
』
は

一
の
谷
合
戦
に
於
て
熊
谷
直
実
が
平
敦
盛
を
討
っ
た
逸
話
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
本
作
品
の
成
立
に
関

し
て
は
『
平
家
物
語
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
の
、
読
み
本
系
・
語
り
本
系
双
方
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
点
や
、独
自
の
内
容
を
多
く
含
む
点

な
ど
込
み
入
っ
た
事
情
が
推
測
さ
れ
、
今
日
ま
で
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
複
雑
な
成
立
事
情
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
本
作
品
の
成
立
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
佐
々
木
八
郎
は
『
増
補
平
家
物
語
の
研
究
』
に
お

い
て
「
物
語
の
筋
に
お
い
て
は
大
方
『
平
家
』
の
本
文
！
殊
に
延
慶
本
の
知
き
本
文
を
踏
襲
し
つ
つ
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
八
坂
本
の
如
き

(1
) 

文
章
を
も
っ
て
改
廃
添
加
と
修
飾
と
が
企
て
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
佐
々
木
の
指
摘
は
早
い
時
期
の
も
の
な
が
ら
、
「
平
家

物
語
』
と
の
関
係
に
限
定
す
る
な
ら
ば
今
日
な
お
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
大
山
修
平
は
逆
に
語
り
本
と
の
関

係
を
重
視
し
、
「
こ
の
「
敦
盛
」
全
体
の
本
文
は
八
坂
系
統
の
「
語
り
本
」
を
土
台
に
し
た
う
え
で
、
書
状
の
部
分
だ
け
は
延
慶
本
あ
る
い
は
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(2
) 

長
門
本
の
類
の
も
の
を
参
考
に
し
て
採
り
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
、
更
に
鎌
倉
本
あ
る
い
は
百
二
十
句
本
が
単
独
で
典
拠

(3
) 

と
な
っ
た
可
能
性
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
麻
原
美
子
は
「
前
半
は
略
本
系
と
関
係
深
く
、
後
半
は
広
本
系
を
中
心
と
し
た
筋
立
て
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
平
家
物
語
』
諸
本
と
幸
若
舞
曲
の
本
文
を
詳
細
に
比
較
・
検
討
し
た
の
は
荒
木
繁
と
岩
瀬
博
で
あ
っ
た
。

荒
木
は
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
幸
若
舞
』
3

「
解
題
」
に
お
い
て
、
両
者
の
構
成
を
比
較
し
、
敦
盛
が
討
た
れ
る
前
に
名
乗
る
こ
と
や
、
遺
品

の
四
季
の
帳
の
有
無
、
形
見
送
り
説
話
の
有
無
、
熊
谷
の
発
心
入
道
説
話
の
有
無
な
ど
の
諸
点
の
一
致
か
ら
「
幸
若
「
敦
盛
」
は
、
「
平
家
』

諸
本
の
う
ち
延
慶
本
と
も
っ
と
も
近
い
関
係
に
あ
る
」
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
但
し
荒
木
は
延
慶
本
単
独
典
拠
説
を
唱
え
て
い
る
の
で

は
な
く
、
幸
若
に
『
平
家
』
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
高
野
山
の
描
写
な
ど
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
平
家
』
の
原
流
と
な
っ
た
高
野
聖
の
唱

一
方
、
岩
瀬
博
は
敦
盛
の
遺
品
の
四
季
の
帳
や
、
熊
谷
直
実
の
送
り
状
の
本
文
を
『
平
家
物
語
』
諸
本
と
の
間
で
詳
細
に
比
較
し
、
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導
が
幸
若
に
現
れ
て
い
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

四
季

の
帳
に
関
し
て
は
延
慶
本
と
一
致
す
る
箇
所
が
最
も
多
い
も
の
の
、
部
分
的
に
は
長
門
本
や
闘
争
録
に
近
い
箇
所
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
、宇

4
F

た
送
り
状
に
関
し
て
は
現
存
す
る
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
近
い
と
も
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
幸
若
舞
曲
が
拠
っ
た
と
言
え

る
現
存
テ
キ
ス
ト
は
見
当
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
、
「
幸
若
舞
曲
の
構
想
は
別
に
平
家
物
語
テ
キ
ス
ト
に
拠
ら
ず
と
も
、
幸
若
大
夫
の
既
習
知

識
で
建
て
ら
れ
る
体
の
も
の
で
、
そ
の
表
現
も
彼
ら
の
耳
袋
に
あ
っ
た
文
言
で
綴
る
可
能
性
」
が
あ
り
、
「
特
定
の
テ
キ
ス
ト
に
こ
だ
わ
り
、

(5
) 

そ
の
依
拠
本
を
求
め
る
態
度
は
、
脱
却
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
岩
瀬
の
説
に
は
首
肯
し
得
る
点
も
多
い
が
、
現
存
『
平
家
』
諸
本
と
の
関
係
に
お
い
て
や
や
慎
重
に
過
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
『
平
家
』
諸
本
の
中
に
は
、
幸
若
と
完
全
に
詞
章
が
一
致
す
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
幸



若
成
立
後
の
伝
承
過
程
に
お
け
る
詞
章
の
変
化
や
誤
脱
等
の
問
題
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
あ
ま
り
細
部
の
異
同
に
こ
だ
わ
る
必

要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
現
存
す
る
幸
若
の
本
文
が
、
成
立
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
留
め
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、む
し
ろ
幾
多
の
改
変

を
経
て
い
る
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
幸
若
が
『
平
家
』
を
典
拠
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、

や
は
り
現
存
す
る
「
平
家
』
諸
本
を
手
掛
り
に
、
幸
若
が
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
比
較
的
近
い
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
点
か
ら
言
っ
て
、
全
体
の
構
成
に
お
い
て
は
幸
若
は
延
慶
本
に
最
も
近
い
と
い
う
の
は
、
大
山
氏
を
除
く
諸
氏
の
ほ
ぼ
一
致

す
る
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
幸
若
の
内
容
か
ら
い
っ
て
、
延
慶
本
が
単
独
で
典
拠
に
な
っ
た
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
り
、や

は
り
語
り
本
の
部
分
的
な
影
響
は
認
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
古
伝
承
や
唱
導
の
影
響
と
い
う
面
に
つ
い
て
も
、
典
拠

の
不
明
な
内
容
を
全
て
古
い
伝
承
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
愚
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、や
は
り
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
必
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要
が
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
よ
う
に
一
応
の
整
理
を
し
た
上
で
、
以
下
に
幸
若
と
『
平
家
物
語
』
諸
本
と
の
関
係
に
関
す
る
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み

,-
EO 

J
J
し全

体
の
構
成
に
つ
い
て
は
既
に
諸
氏
の
論
に
詳
し
い
の
で

こ
こ
で
は
ま
ず
、
敦
盛
の
遺
品
の
笛
と
筆
築
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
幸

若
は
、
敦
盛
が
笛
と
筆
築
を
携
帯
し
て
い
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
『
平
家
』
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
と
も
一
致
し
な
い
幸
若
独
自
の
設
定
で
あ
る
。

『
平
家
』
の
諸
本
の
う
ち
、
敦
盛
の
持
っ
て
い
た
楽
器
を
纂
築
と
す
る
も
の
は
延
慶
本
、
長
門
本
、
闘
争
録
の
三
本
の
み
で
あ
り
、
残
り
は

笛
を
所
持
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
笛
で
あ
れ
纂
築
で
あ
れ
、
合
戦
の
場
に
楽
器
を
携
行
し
て
い
た
と
い
う
設
定
が
こ
の
場
で
は
重
要
な
の



そ
れ
が
例
え
ば
覚
一
本
に
お
け
る
直
実
の
詞
「
嘗
時
み
か
た
に
東
国
の
勢
な
ん
万
騎
か
あ
る
ら
め
ど
も
、

(6
) 

人
は
よ
も
あ
ら
じ
。
上
鵡
は
猶
も
や
さ
し
か
り
け
り
」
と
い
っ
た
表
現
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
合
戦
に
必
要
の
な
い
楽

で
あ
り
、

い
く
さ
の
陣
へ
笛
持
つ

器
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
笛
な
の
か
筆
築
な
の
か
は
本
質
的
な
差
で
は
な
い
。

し
か
し
、
幸
若
の
描
く
よ
う
に
敦
盛
が
笛
と
筆
築
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
必
然
性
は
、
全
く
な
い
と
言
え
よ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
上

か
ら
は
、

ど
ち
ら
か
一
方
で
事
足
り
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
つ
い
て
荒
木
繁
は
「
幸
若
は
、
敦
盛
の
遺
品
を
纂
築
と
す
る
古
態
を
と
ど

一
方
で
室
町
時
代
の
平
曲
が
こ
れ
を
笛
と
す
る
大
勢
も
無
視
し
が
た
く
、
纂
築
と
笛
を
携
え
て
い
た
と
す
る
折
衷
的
態
度
に
出

(7
) 

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

め
な
が
ら

確
か
に
、
幸
若
の
「
紫
檀
の
家
に
筆
築
を
入
れ
て
指
さ
れ
た
り
」
と
す
る
記
述
は
、
『
平
家
』
の
延
慶
本
や
長
門
本
の
記
述
と
一
致
し
て
い-25-

る
。
ま
た
、
「
小
枝
」
と
い
う
名
の
笛
を
携
え
て
い
た
と
す
る
記
述
は
『
平
家
』
の
語
り
本
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
『
平
家
』
の
読
み

本
、
語
り
本
双
方
の
影
響
が
最
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
笛
に
関
す
る
記
述
を
や
や
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
幸
若

に
は
『
平
家
』
に
な
い
記
述
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
幸
若
で
は
、
敦
盛
の
遺
品
の
笛
を
見
た
義
経
が
以
下
の
如
く
述
懐
し
て

い
る
。あ

ら
、
不
思
議
や
。
こ
の
笛
は
、
某
が
見
知
る
と
こ
ろ
の
候
。
そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
一
年
、
高
倉
の
宮
、
御
謀
叛
企
て
の
時
、天

下
に
、
小
枝
、
蝉
折
と
て
、
二
管
笛
あ
り
。
蝉
折
を
ば
、
三
井
寺
に
て
、
弥
勅
に
回
向
し
給
へ
り
。
小
枝
を
ば
、
御
最
後
迄
持
た
せ
給
ふ

由
、
承
る
が
、
討
た
れ
さ
せ
給
ひ
し
時
、
此
笛
、
平
家
の
手
に
渡
る
。
一
門
の
其
中
に
、
笛
に
器
用
を
召
さ
れ
し
に
、
弱
冠
な
れ
ど
も
、

敦
盛
は
、
笛
の
器
用
の
人
也
と
て
、
下
さ
れ
け
る
と
承
る
。
今
朝
一
の
谷
の
内
裏
役
所
に
て
、
笛
の
遠
音
の
聞
え
し
は
、
此
人
の
吹
き
け



(8
) 

る
か
。

右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
敦
盛
の
所
持
し
て
い
た
笛
は
も
と
高
倉
宮
以
仁
王
の
も
の
で
あ
っ
た
と
幸
若
は
し
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
記
述
は
『
平
家
」
の
諸
本
に
は
見
当
ら
な
い
。
百
二
十
句
本
、
覚
一
本
、
八
坂
本
等
は
笛
の
由
来
を
記
す
が
、そ
れ
は
鳥
羽
院
か
ら

忠
盛
が
相
伝
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
て
、
高
倉
宮
の
笛
と
の
関
連
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
一
方
で
高
倉
宮
が
小

枝
、
蝉
折
の
二
管
の
笛
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
記
述
は
『
平
家
』
諸
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
高
倉
宮
と
敦
盛
の
笛
の
名
が

(9
) 

共
に
「
小
枝
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
『
平
家
』
語
り
本
の
抱
え
る
内
部
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
以
前
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
幸
若
の
作
者
は
『
平
家
』
語
り
本
に
お
い
て
は
二
場
面
に
「
小
枝
」
と
い
う
同
一
の
笛
の
名
が
見
え
る
こ
と
に
気
付
い
て
お
り
、

（
叩
）

そ
の
矛
盾
を
回
避
す
べ
く
高
倉
宮
か
ら
敦
盛
へ
と
い
う
新
た
な
説
話
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
引
用
し
た
義
経
の
詞
の
中
で
、
「
今
朝
一
の
谷
の
内
裏
役
所
に
て
、
笛
の
遠
音
の
聞
え
し
は
」
と
あ
る
部
分
は
、
覚
一
本
に
見
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え
る
熊
谷
直
実
の
詞
「
あ
な
い
と
お
し
、
こ
の
暁
城
の
う
ち
に
て
管
絃
し
給
ひ
つ
る
は
、
こ
の
人
々
に
て
お
は
し
け
り
」
等
の
語
り
本
の
叙

述
を
参
考
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
類
似
す
る
叙
述
は
延
慶
本
・
長
門
本
等
に
は
見
え
な
い
）

次
に
、
幸
若
の
本
文
が
語
り
本
の
中
で
は
明
ら
か
に
八
坂
本
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
箇
所
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
敦
盛
を
討
と
う
と
し

た
熊
谷
が
、
我
が
子
小
次
郎
直
家
が
手
傷
を
負
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。

（
幸
若
）

今
朝
一
の
谷
の
大
手
に
て
、
敵
ま
れ
い
の
三
郎
が
放
つ
矢
を
、
直
家
が
弓
手
の
腕
に
受
け
留
め
、
某
に
向
か
っ
て
、
「
矢
抜
い
て
た
べ
」
と



申
せ
し
を
、
「
痛
手
か
、
薄
手
か
」
と
問
ば
や
と
思
ひ
し
が
い
や
／
＼
、
熊
谷
ほ
ど
の
弓
取
が
、
敵
味
方
の
目
の
前
に
て
、
問
ふ
べ
き
か

と
思
ひ
、
は
っ
た
と
脱
ん
で
、
「
あ
ら
、
言
い
に
甲
斐
な
の
直
家
や
。
其
手
が
大
事
な
ら
ば
、
そ
こ
に
て
腹
切
れ
。
又
薄
手
に
で
あ
る
な
ら

ば
、
敵
と
合
ふ
て
討
死
を
せ
よ
。
味
方
の
障
を
枕
と
し
、
私
の
党
の
名
ば
し
朽
す
な
」
と
言
ひ
で
あ
れ
ば
、
ま
こ
と
ぞ
と
思
ひ
、
某
が
方

を
、
た
ゾ
一
目
見
、
敵
の
陣
へ
駆
け
入
り
て
よ
り
そ
の
後
、

又
二
目
と
も
見
ざ
り
し
な
り
。

（
覚
一
本
）

小
次
郎
が
う
す
手
負
た
る
を
だ
に
、
直
実
は
心
ぐ
る
し
う
こ
そ
思
ふ
に
、

け
さ
一
の
谷
の
西
の
城
戸
へ
寄
た
り
つ
る
に
、
小
次
郎
が
妻
子
の
小
肘
を
箆
ぶ
か
に
射
さ
せ
て
、
「
矢
ぬ
い
て
た
べ
」
と
云
ぬ
る
を
、
「
不

（
日
）

ぬ
か
ぎ
り
つ
る
が
、
其
後
大
勢
に
を
し
隔
ら
れ
て
死
生
を
し
ら
ず
。
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（
八
坂
本
）

覚
仁
か
な
、
今
し
ば
し
こ
ら
へ
よ
」
と
て
、

延
慶
本
、
長
門
本
、
闘
争
録
、
百
二
十
句
本
に
は
類
似
の
記
述
は
見
出
せ
な
い
。
幸
若
の
記
述
は
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
小

（
ロ
）

次
郎
が
「
矢
抜
い
て
た
べ
」
と
言
う
あ
た
り
な
ど
、
八
坂
本
を
基
に
し
て
い
る
と
判
断
し
て
、
ほ
ぽ
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
例
は
全
体
の
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
幸
若
の
作
者
が
『
平
家
』
の
読
み
本
、
語
り
本
双
方
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
示

し
て
い
よ
う
。
幸
若
の
本
文
は
、
延
慶
本
に
近
い
読
み
本
と
、
八
坂
本
に
近
い
語
り
本
の
、
少
く
と
も
二
種
以
上
の
『
平
家
』

の
本
文
を
つ

き
合
わ
せ
、
で
き
る
だ
け
相
方
に
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
上
に
大
巾
な
加
筆
、
修
正
が
施
さ
れ



て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
部
分
的
に
は
延
慶
本
に
近
く
、

ま
た
、
部
分
的
に
は
八
坂
本
に
近
く
、
一
部
に
は
両
方
の
要
素
を
兼
ね
備
え
て
い

る
本
文
の
成
立
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
。
但
し
、
岩
瀬
が
前
掲
論
文
の
「
四
季
の
帳
」
の
比
較
に
お
い
て
指
摘

し
た
よ
う
に
、
幸
若
の
本
文
に
は
部
分
的
に
長
門
本
に
近
い
箇
所
が
散
見
す
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
幸
若
の
基
に
し
た

『
平
家
」
の
一
本
は
、
現
存
す
る
延
慶
本
と
長
門
本
の
混
態
的
な
本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
は
延
慶
本
や
長
門
本
の
成
立
に
関

る
問
題
で
も
あ
り
、
な
お
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
以
上
に
よ
う
に
幸
若
と
『
平
家
』
と
の
関
係
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
前
述
の
佐
々
木
の
指
摘
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で

は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
確
認
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
若
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
『
平
家
』
と
内
容
上
重
な
ら

な
い
部
分
に
こ
そ
存
在
す
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
に
対
す
る
検
討
を
加
え
つ
つ
、
幸
若
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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そ
こ
で
、
以
下
に
幸
若
独
自
の
内
容
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
細
か
な
表
現
上
の
異
同
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
無
視
す
る
こ

と
と
し
て
、
内
容
上
明
ら
か
に
『
平
家
』
に
は
な
い
記
述
（
人
名
・
地
名
・
客
観
的
事
実
等
に
関
す
る
も
の
）
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

a

、
敦
盛
は
忘
れ
た
笛
を
取
り
に
帰
っ
た
た
め
、
平
家
一
門
の
御
座
船
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
う
。

b

、
敦
盛
は
塩
屋
の
端
を
め
ざ
し
て
落
ち
て
行
く
。

c

、
敦
盛
は
沖
の
船
を
扇
で
招
く
。
門
脇
中
納
言
（
平
教
盛
）
が
気
付
き
、
船
を
岸
へ
寄
せ
よ
う
と
す
る
が
、
折
か
ら
の
強
風
の
た
め
に
寄

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

d

、
敦
盛
は
馬
を
泳
が
せ
て
船
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
、
若
武
者
の
た
め
騎
乗
が
下
手
で
、
手
綱
に
す
が
り
つ
い
て
し
ま
う
た
め
、
馬
は
進



む
こ
と
が
で
き
な
い
。

e

、
熊
谷
は
岸
か
ら
敦
盛
に
対
し
て
、
も
し
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
矢
を
射
か
け
る
と
言
う
。

f

、
敦
盛
は
熊
谷
に
向
っ
て
歌
を
詠
み
か
け
る
。
「
梓
弓
矢
を
き
し
矧
げ
て
引
く
時
は
返
す
事
を
ば
知
る
か
ぞ
も
君
」

い
た
つ
き

g

、
熊
谷
が
返
歌
を
詠
む
。
「
平
題
箭
の
は
や
外
れ
ん
と
思
ひ
し
に
や
と
言
ふ
声
に
立
ち
ぞ
留
ま
る
」

h

、
熊
谷
が
敦
盛
を
逃
が
そ
う
と
し
た
時
、
周
囲
を
取
り
囲
ん
で
い
た
源
氏
の
軍
勢
は
、
目
賀
田
、
馬
淵
、
伊
庭
、
三
井
、
成
田
、
平
山
、

上
肥
の
勢
と
更
に
義
経
主
従
で
あ
っ
た
。

i

、
敦
盛
の
北
の
方
は
、
按
察
使
大
納
言
資
賢
の
女
で
あ
っ
た
。
二
人
は
仁
和
寺
御
室
の
御
所
で
月
次
の
管
弦
の
あ
っ
た
時
、
敦
盛
が
笛
を
、

姫
君
が
琴
を
そ
れ
ぞ
れ
演
奏
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
知
り
合
っ
た
。
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j

、
敦
盛
の
笛
は
も
と
高
倉
宮
が
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

k

、
熊
谷
は
義
経
か
ら
勧
賞
と
し
て
武
蔵
国
長
井
の
庄
を
賜
る
。
熊
谷
は
、
「
人
と
な
り
人
と
な
ら
ば
や
と
ぞ
思
ふ
。
き
ら
ず
は
つ
ゐ
に
墨
染

の
袖
」
の
歌
を
詠
ん
で
、
出
家
の
決
意
を
示
す
。

ー
、
熊
谷
は
塩
屋
の
端
に
下
り
、
敦
盛
の
死
骸
と
遺
品
と
を
八
島
に
送
る
。

m
、
平
家
方
で
は
基
国
が
、
敦
盛
の
死
骸
と
遺
品
と
を
受
け
取
る
。

n

、
熊
谷
は
敦
盛
の
首
を
、
都
の
獄
門
か
ら
盗
み
取
っ
て
供
養
す
る
。

o

、
熊
谷
は
出
家
し
た
の
ち
高
野
山
に
敦
盛
の
遺
骨
を
納
め
、
蓮
華
谷
の
傍
ら
に
知
識
院
と
い
う
庵
室
を
結
ぶ
。

大
き
な
異
同
だ
け
を
挙
げ
て
も
、
以
上
十
五
箇
所
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
平
家
』
に
は
見
え
な
い
逸
話
で
あ
り
、
幸
若
が

い
か
に
大
巾
な
増
補
を
行
っ
て
い
る
か
が
理
解
き
れ
よ
う
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
説
明
的
に
な
っ
て
い
る
と



い
う
点
を
指
摘
し
得
る
。
a 

c 

d
、

h

な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
な
ぜ
、
敦
盛
は
船
に
乗
り
遅
れ
た
の
か
？
」
「
な
ぜ
、

沖
の
船
は
岸
へ
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
？
」
「
な
ぜ
、
敦
盛
は
馬
を
泳
が
せ
て
沖
の
船
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

か
？
」
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
に
対
し
て
、
「
平
家
』
は
全
く
答
え
な
い
。
例
え
ば
覚
一
本
巻
第
九
「
敦
盛
最
期
」
の
冒
頭
部
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
く
さ
や
ぶ
れ
に
け
れ
ば
、
熊
谷
次
郎
直
実
、
「
平
家
の
君
達
た
す
け
船
に
の
ら
ん
と
、
汀
の
方
へ
ぞ
落
ち
給
ら
ん
。
あ
は
れ
、
よ
か
ら

う
大
将
軍
に
く
ま
ば
や
」
と
て
、
磯
の
方
へ
あ
ゆ
ま
す
る
と
こ
ろ
に
、
（
中
略
）
連
銭
葦
毛
な
る
馬
に
黄
覆
輪
の
鞍
を
い
て
の
ッ
た
る
武
者

一
騎
、
沖
な
る
舟
に
め
を
か
け
て
、
海
へ
ぎ
ッ
と
う
ち
入
れ
、
五
六
段
ば
か
り
お
よ
が
せ
た
る
を
、
熊
谷
「
あ
れ
は
大
将
軍
と
こ
そ
見
ま

い
ら
せ
候
へ
。
ま
き
な
う
も
敵
に
う
し
ろ
を
み
せ
さ
せ
給
ふ
も
の
か
な
。
か
へ
き
せ
給
へ
」
と
扇
を
あ
げ
て
ま
ね
き
け
れ
ば
、
招
か
れ
て
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と
ッ
て
か
へ
す
。

右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
合
戦
が
終
ろ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
将
軍
と
組
む
機
会

を
得
ず
、
な
ん
と
か
平
家
の
君
達
を
討
ち
と
っ
て
功
名
を
あ
げ
た
い
と
焦
る
熊
谷
の
心
理
だ
け
で
あ
る
。
敦
盛
が
な
ぜ
、そ
こ
に
居
合
せ
た

の
か
と
い
う
経
緯
は
一
切
、
語
ら
れ
て
い
な
い
。
『
平
家
』
に
お
い
て
は
敦
盛
は
、
偶
然
熊
谷
に
出
会
っ
て
討
た
れ
る
、
弱
々
し
い
、
哀
れ
な

若
武
者
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
話
が
、
「
平
家
」
に
お
い
て

は
基
本
的
に
は
熊
谷
説
話
と
し
て
、
熊
谷
が
な
ぜ
出
家
を
思
い
立
っ
た
の
か
と
い
う
主
題
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
敦

盛
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
熊
谷
の
出
家
の
契
機
と
な
る
た
め
の
副
次
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。



た
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、

そ
れ
に
対
し
て
、
幸
若
舞
曲
に
お
け
る
敦
盛
の
描
写
は
、
『
平
家
』
に
比
べ
て
格
段
に
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
幸
若
で
は
敦
盛
は
、
単
に
討

さ
ま
ざ
ま
な
表
情
が
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
d

に
は
そ
れ
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。

い
た
は
し
ゃ
敦
盛
。
老
武
者
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
三
頭
に
乗
り
下
っ
て
、
時
／
＼
声
を
立
て
給
は
ば
、
御
馬
は
逸
物
な
り
、
沖
の
御
座

船
に
難
な
く
馬
は
着
く
べ
き
に
、
若
武
者
の
悲
し
さ
は
、
馬
に
離
れ
て
叶
は
じ
と
、
思
し
召
き
れ
け
る
問
、
前
嵩
に
乗
り
懸
て
、
左
右
の

鐙
を
強
く
踏
み
、
手
綱
に
鎚
り
給
ひ
て
、
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
泳
が
せ
ら
る
二
馬
逸
物
と
は
申
せ
共
、
畳
む
波
に
塞
か
れ
つ
＼
泳
ぎ
か
ね

て
ぞ
見
え
に
け
る
。

る
べ
く
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
描
写
は
詳
細
で
、
ま
た
現
実
的
で
あ
り
、
読
者
を
納
得
き
せ
る
だ
け
の
十
分
な
力
を
持
っ
て
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こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
な
ぜ
敦
盛
は
逃
げ
遅
れ
た
の
か
」
と
い
う
『
平
家
』
の
読
者
が
持
つ
で
あ
ろ
う
疑
問
に
答
え

い
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
平
家
』
か
ら
幸
若
へ
の
展
開
の
過
程
で
、
描
写
の
力
点
は
明
ら
か
に
熊
谷
中
心
の
も
の
か
ら
、
熊
谷
・

敦
盛
が
対
等
な
も
の
へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
敦
盛
の
熊
谷
に
討
た
れ
る
客
体
と
し
て
単
に
弱
々
し
い
だ
け
の
存
在
か
ら

の
脱
却
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
の
延
長
線
上
に
、
例
え
ばf
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
熊
谷
に
対
し
て
歌
を
詠
み
か
け
、
果
敢
に
挑

ん
で
行
く
敦
盛
の
姿
勢
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
逸
話
か
ら
は
荒
々
し
い
合
戦
の
場
に
お
い
て
も
和
歌
を
詠
む
よ
う
な
、
教
養
あ
る
優
雅
な
貴
公
子
と
し
て
の
敦
盛
像
と
い
う

指
向
性
が
窺
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
敦
盛
に
対
し
て
返
歌
を
詠
む
熊
谷
も
ま
た
同
様
に
、
東
国
の
荒
武
者
で
あ
り
な
が
ら
風
雅
を
解
す

る
心
を
も
持
っ
て
い
る
人
物
に
な
る
の
で
あ
り
、
敦
盛
像
の
変
容
は
熊
谷
像
に
も
微
妙
な
陰
影
を
投
げ
掛
け
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。



」
の
よ
、
フ
に
し
て

い
わ
ば
敦
盛
の
人
間
的
成
長
の
跡
が
見
ら
れ
る
の
が
幸
若
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
幸
若
は
『
平
家
』
と
同
様
、
全
体
を

熊
谷
の
発
心
語
と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
大
枠
は
崩
し
て
い
な
い
も
の
の
、
同
時
に
悲
劇
的
英
雄
と
し
て
の
敦
盛
を
描
く
と
い
う
主
題
を
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
敦
盛
の
人
格
が
形
作
ら
れ
て
い
く
過
程
で
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
敦
盛
の
遺
品
の
中
で
も
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ

た
笛
な
の
で
あ
る
。
幸
若
独
自
の
内
容
に
は
笛
に
関
す
る
逸
話
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
a

で
は
「
御
運
の
末
の
悲
し
き
は
、
漢
竹

の
横
笛
を
大
裡
に
忘
れ
さ
せ
給
ひ
、
若
上
臆
の
悲
し
き
は
、
捨
て
て
も
御
出
で
あ
る
な
ら
ば
、

さ
ま
で
の
事
の
あ
る
ま
じ
き
を
、
且
う
は
、

」
の
笛
を
忘
れ
た
ら
ん
ず
る
事
を
、
一
門
の
名
折
り
と
思
し
召
し
、
取
り
に
帰
ら
せ
給
ひ
て
、か
な
た
こ
な
た
の
時
刻
に
は
や
御
一
門
の
御

座
船
を
、
逢
か
の
沖
へ
押
し
出
す
。
」
と
あ
っ
て
、
敦
盛
が
熊
谷
に
討
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
原
因
は
笛
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ

盛
は
笛
の
役
、
同
じ
楽
工
に
て
、
琴
弾
き
給
ひ
し
御
姿
を
、
一
目
見
し
よ
り
恋
と
成
て
」
と
、
管
絃
の
席
で
知
り
合
っ
た
と
し
て
い
る
。
幸
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と
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、

i

に
お
い
て
は
敦
盛
と
北
の
方
と
の
出
会
い
を
、
「
仁
和
寺
御
室
の
御
所
に
て
、
月
次
の
管
絃
の
有
り
時
、
敦

若
で
は
敦
盛
の
運
命
は
、
ほ
と
ん
ど
笛
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
幸
若
が
敦
盛
の
北
の
方
を
「
按
察
使
の

（
日
）

大
納
言
資
賢
の
卿
の
姫
君
」
と
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
も
、
源
資
賢
は
『
平
家
」
に
も
名
の
見
え
る
後
白
河
院
の
近
臣
で
あ
り
、
今
様
の
名

手
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
一
連
の
笛
に
関
す
る
説
話
を
増
補
し
て
い
く
と
い
う
方
向
の
中

で
行
な
わ
れ
た
作
為
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。j
に
お
い
て
笛
の
由
来
が
、
「
平
家
」
に
見
え
る
高
倉
宮
の
説
話
を
摂
取
す
る
形
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
由
来
を
義
経
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
笛
の
権
威
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
点

に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
幸
若
で
は
、
敦
盛
は
笛
と
筆
築
の
両
方
を
携
え
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
笛
だ
け
が
圧
倒
的
に
重



視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
平
家
』
の
語
り
本
に
見
え
る
よ
う
な
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
と
い
う
敦
盛
像
を
大
き
く
展
開
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
貴
公
子
と
し
て
の
敦
盛
像
を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
創
作
態
度
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

き
て
、
以
上
の
よ
う
な
幸
若
に
あ
っ
て
「
平
家
』
に
見
え
な
い
表
現
が
幸
若
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
支
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
「
平

家
』
に
あ
っ
て
幸
若
に
見
え
な
い
記
述
に
も
同
様
の
意
味
で
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
幸
若
で
は
、
敦
盛
の
遺
品
の
笛
が
義
経
の

見
参
に
入
れ
ら
れ
た
後
、
ど
う
な
っ
た
か
が
－
記
さ
れ
て
い
な
い
。
熊
谷
が
敦
盛
の
父
経
盛
に
送
っ
た
形
見
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
、

そ
れ
は
『
平
家
』
と
大
き
く
異
っ
て
い
る
。
『
平
家
』
の
諸
本
の
う
ち
、
熊
谷
か
ら
平
経
盛
へ
の
形
見
送
り
説
話
を
含
む
、
延
慶
本
、
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長
門
本
、
百
二
十
句
本
、
源
平
盛
衰
記
に
つ
い
て
以
下
に
該
当
部
分
を
見
て
み
る
と
、

（
延
慶
本
）

真
賓
余
ニ
哀
ニ
覚
テ
、
敦
盛
ノ
頚
ヲ
彼
直
垂
二
ッ
、
ミ
テ
、
纂
築
ト
巻
物
ト
ヲ
取
具
テ
、
御
孝
養
有
へ
シ
ト
テ
状
ヲ
書
ソ
へ
テ
、
屋
島
へ

奉
送
」

（
長
門
本
）

熊
谷
は
見
し
悌
の
み
身
に
そ
ひ
て
、

わ
す
れ
か
た
き
そ
ま
き
り
け
る
。
此
く
ひ
を
わ
く
ら
は
や
と
は
お
も
へ
と
も
、

わ
た
く
し
の
物
に
な

し
、
せ
め
て
思
の
あ
ま
り
に
や
、
め
さ
れ
た
り
け
る
御
ひ
た
冶
れ
に
、
む
な
し
き
死
骸
を
を
し
巻
、
か
の
纂
築
き
し
そ
へ
て
、
雑
色
二
人



水
手
二
人
そ
へ
て
、

(M
) 

つ
り
船
に
の
せ
、
屋
嶋
の
い
そ
へ
そ
を
く
り
け
る
。

（
百
二
十
句
本
）

（
く
ま
が
へ
は
）
あ
ま
り
の
お
も
ひ
の
か
な
し
さ
に
、
あ
つ
も
り
の
御
か
た
み
、
お
き
な
る
御
ふ
ね
に
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
て
、
支
」
い
ご

か
き
そ
へ

の
と
き
め
き
れ
た
る
御
い
し
ゃ
う
、
よ
ろ
ひ
い
げ
の
ひ
ゃ
う
ぐ
ど
も
一
ツ
も
の
こ
さ
ず
、
御
ふ
え
ま
で
も
と
り
そ
へ
て
、
ち
う
じ
ゃ
う
を

（
日
）

せ
う
せ
ん
一
そ
う
し
た
て
＼
御
ふ
ね
し
ゆ
り
の
大
夫
殿
へ
た
て
ま
つ
り
け
り
。

っ
か
ひ
に
う
け
と
ら
せ
て
、

（
源
平
盛
衰
記
）
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（
中
略
）
是
程
に
若
ク
巌
ン
キ
上
臆
を
失
歎
給
フ
ラ
ン
、
父
母
ノ
心
ノ
中
コ
ソ
糸
惜
ケ
レ
、
縦
勲
功
之
賞
ニ
ハ
不
預
共
、
此

頚
遺
物
返
送
、
今
一
度
替
レ
ル
宍
ヲ
モ
奉
見
ハ
ヤ
ト
思
ケ
レ
ハ
、
賓
検
ニ
モ
合
セ
、
懸
頚
ニ
モ
シ
タ
リ
ケ
レ
共
、
大
将
軍
ニ
申
請
テ
馬
、

一
モ
取
落
サ
ス
一
紙
ノ
消
息
状
ニ
相
具
メ
、
敦
盛
ノ
首
ヲ
ハ
父
修
理
大
夫
へ
ソ
送
リ
仁
川

熊
谷
次
郎
直
賓
ハ

鞍
、
胃
、
甲
、
弓
矢
、
漢
竹
ノ
笛
、

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
、
つ
に
、『
平
家
』
の
主
要
な
諸
本
の
う
ち
、
形
見
送
り
説
話
を
持
つ
も
の
は
全
て
、
遺
品
の
笛
或
い
は
纂
築
を
、
熊

谷
が
経
盛
の
も
と
に
送
り
届
け
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
笛
や
纂
築
の
敦
盛
の
遺
品
の
中
で
の
重
要
性
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
当
然
の
処
置
だ

ろ
う
。
長
門
本
で
は
更
に
、
遺
品
の
送
り
届
け
ら
れ
た
八
島
の
様
子
を
「
御
母
、
北
方
一
所
に
さ
し
っ
と
ひ
て
む
な
し
き
死
骸
を
中
に
を
き
、

件
纂
築
を
あ
な
た
こ
な
た
へ
と
り
わ
た
し
、

こ
は
き
れ
は
夢
か
や
／
＼
と
て
、
た
？
な
く
よ
り
外
の
事
そ
な
き
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
幸
若
は
、
笛
又
は
纂
築
が
経
盛
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
と
す
る
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
例
え
ば
、

死
骸
を
送
り
届
け
た
熊



谷
の
使
い
の
者
は
「
御
死
骸
に
色
／
＼
の
武
具
共
、又
は
進
状
を
相
添
へ
、
是
迄
送
り
申
て
候
。
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
基
国
が
受
け
取
る
場

面
で
も
「
送
り
の
船
に
、
我
が
船
を
押
し
寄
せ
、
長
刀
を
杖
に
つ
き
、
送
り
の
船
を
さ
し
怖
ひ
て
見
て
有
け
れ
ば
、
げ
に
と
色
／
＼
の
縫
物

は
か
せ

し
た
る
直
垂
に
、
敦
盛
の
御
死
骸
と
覚
し
き
を
、
押
し
包
み
て
ぞ
置
き
に
け
る
。
紫
裾
濃
の
御
着
背
長
、
黄
金
作
り
の
御
侃
万
、十
六
差
い

た
る
染
羽
の
矢
。
村
重
藤
の
弓
も
あ
り
。
紛
ふ
と
こ
ろ
は
ま
し
ま
さ
ず
。
」
と
あ
っ
て
笛
に
も
筆
築
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
幸
若
が
前

半
部
に
お
い
て
笛
に
関
す
る
逸
話
を
大
巾
に
増
補
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
些
一
か
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
。
敦
盛
の
笛
は

ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

内
容
の
う
ち
、

こ
の
問
題
を
解
く
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
幸
若
が
具
体
的
な
地
名
に
触
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
に
挙
げ
た
幸
若
独
自
の

は
た

b

．
と
l

．
に
見
え
る
「
塩
屋
の
端
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
「
塩
屋
」
は
、
現
神
戸
市
垂
水
区
の

塩
屋
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
の
谷
よ
り
西
に
当
り
、
敦
盛
が
西
に
向
っ
て
落
ち
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幸
若
で
は
経
盛
が
、
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「
あ
ら
無
残
や
、
敦
盛
。

一
の
谷
を
出
し
時
、
故
郷
の
方
を
見
送
り
、
心
細
げ
に
て
立
た
り
し
を
」
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
敦
盛
が

一
の
谷
を
出
発
し
た
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
討
た
れ
た
の
は
一
の
谷
・
塩
屋
聞
の
海
岸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
平
家
」
諸
本
に
は
敦
盛
の
討

た
れ
た
場
所
を
特
定
し
得
る
記
事
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
幸
若
の
記
述
は
三
の
谷
の
西
、旧
摂
津
播
磨
国
境
の
境
川
の
東
岸

に
敦
盛
終
罵
の
地
と
伝
え
ら
れ
る
敦
盛
塔
が
現
存
す
る
こ
と
と
符
号
す
る
の
で
あ
る
。

件
の
石
塔
が
い
つ
頃
か
ら
彼
の
地
に
建
っ
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
徳
田
和
夫
氏
は
室
町
末
期
頃
制
作
さ
れ
た
「
須
磨
寺
参
詣

蔓
茶
羅
」
に
、
敦
盛
塔
と
お
ぼ
し
き
石
塔
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
、
当
時
常
陸
・
下
野

の
大
名
で
あ
っ
た
佐
竹
義
宣
の
家
臣
平
塚
滝
俊
は
、
朝
鮮
出
兵
の
た
め
に
赴
し
た
肥
前
名
護
屋
か
ら
国
元
に
宛
て
て
書
状
を
送
っ
て
い
る
が
、

（
回
）

そ
の
中
に
も
須
磨
を
通
っ
た
際
に
敦
盛
の
石
塔
を
見
物
し
た
と
す
る
記
述
が
見
え
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
敦
盛
塔
に
関
し
て
は
室
町
時



代
中
期
以
前
に
湖
る
記
録
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、
現
存
す
る
幸
若
舞
曲
の
本
文
が
須
磨
近
辺
の
敦
盛
伝
承
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
幸
若
の
前
半
部
に
笛
に
関
す
る
逸
話
が
多
く
語
ら
れ
、
後
半
部
に
お
い
て
形
見
送
り
の
遺
品
の
中
に
笛
が

含
ま
れ
な
い
の
は
何
故
か
、
と
い
う
疑
問
が
氷
解
す
る
。
敦
盛
の
笛
は
熊
谷
の
手
か
ら
義
経
に
渡
き
れ
た
あ
と
、
須
磨
の
地
に
留
め
置
か
れ

た
の
で
あ
り
、
幸
若
も
ま
た
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
戸
市
須
磨
区
の
須
磨
寺
（
上
野
山
福
祥
寺
）
に
、
敦
盛
の
遺
品
と
伝
え
ら
れ
る
笛
が
存
在
す
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
同
寺
の
古

（
凹
）

記
録
『
当
山
歴
代
』
に
よ
る
と
、
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
に
は
、
敦
盛
の
遺
品
と
称
す
る
笛
が
既
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
す

る
な
ら
幸
若
が
成
立
し
た
時
点
で
、
「
敦
盛
は
三
の
谷
の
西
の
海
岸
で
熊
谷
に
討
た
れ
、そ
の
遺
品
の
笛
は
須
磨
寺
に
現
存
す
る
」
と
い
う
伝
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承
が
、
半
ば
「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
巷
間
に
流
布
し
て
お
り
、
幸
若
の
作
者
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
事
実
」
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

幸
若
が
明
ら
か
に
『
平
家
』
以
外
の
伝
承
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
部
分
は
、
も
う
一
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
前
記

0
．
に

示
し
た
熊
谷
が
高
野
山
に
登
る
結
末
部
分
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
と
、
「
（
熊
谷
は
）
い
よ
／
＼
念
仏
申
、
奥
の
院
へ
参
り
、

敦
盛
の
御
骨
と
篭
め
置
き
、
蓮
花
谷
の
傍
ら
に
、
知
識
院
と
申
庵
室
を
結
び
、
峰
の
花
を
手
折
り
、
関
伽
の
水
を
掬
ぴ
、
行
ひ
す
ま
し
、
蓮

生
八
十
三
と
申
に
、
大
往
生
を
遂
げ
に
け
り
。
」
と
あ
っ
て
、
熊
谷
が
敦
盛
の
遺
骨
を
高
野
山
奥
の
院
に
納
め
た
こ
と
や
、
知
識
院
と
い
う
庵

を
結
ん
だ
こ
と
な
ど
『
平
家
』
の
諸
本
に
は
見
え
な
い
記
事
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
も
ま
た
、
『
平
家
」
と
は
別
の
伝
承
の
影
響
下

に
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、
須
磨
寺
に
蔵
さ
れ
る
『
須
磨
寺
笛
之
遺
記
』
に
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
熊
谷



が
高
野
山
に
登
る
部
分
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

案
内
者
（
引
用
者
注
、
明
遍
僧
都
）
の
先
達
賜
て
、
奥
院
に
そ
参
け
る
。
（
中
略
）
願
ハ
真
実
蓮
生
か
凡
夫
悪
心
の
罪
障
を
翻
し
て
、
六
根

清
浄
の
善
処
に
到
し
め
給
へ
。
別
し
て
は
敦
盛
の
聖
霊
蓮
心
自
他
怨
憎
の
罪
根
を
除
て
、一
仏
浄
土
に
導
き
給
へ
と
、
泊
と
共
に
廻
向
し

て
、
御
骨
を
御
堂
に
納
、
自
身
蓮
生
が
剃
髪
を
も
奉
納
、
御
経
よ
ミ
念
仏
し
て
そ
蓮
花
谷
に
下
向
し
け
る
。

（
却
）

ひ
、
四
句
の
初
の
文
に
付
て
知
識
院
と
名
く
。
今
の
知
識
院
是
也
。

（
中
略
）
則
其
辺
に
草
査
を
結

同
書
を
翻
刻
し
た
後
藤
康
宏
氏
は
、
同
書
の
成
立
を
少
く
と
も
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
O
）
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
敦
盛
の
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笛
の
伝
来
に
関
す
る
同
書
の
記
述
は
幸
若
と
全
く
異
っ
て
お
り
、
ま
た
表
現
の
上
か
ら
も
同
書
と
幸
若
と
の
間
に
直
接
の
影
響
関
係
は
認
め

ら
れ
な
い
。

従
っ
て
幸
若
は
、
須
磨
や
高
野
山
に
お
け
る
熊
谷
・
敦
盛
伝
承
の
直
接
の
影
響
下
に
創
作
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
既
に
成
立
し

て
い
た
熊
谷
・
敦
盛
伝
承
を
部
分
的
に
取
り
込
み
な
が
ら
作
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
幸
若
は
『
平
家
」
の
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
基
に
し
つ
つ
、
そ
こ
に
他
の
伝
承
や
独
自
の
説
話
を
付
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
平
家
』
を
時
代
の
文
脈
に
お
い
て
再
編
成
す
る
試
み
で
あ
り
、
時
代
の
常
識
や
晴
好
に
適

っ
た
新
た
な
ド
ラ
マ
の
創
出
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
須
磨
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
敦
盛
の
笛
に
つ
い
て
、
直
接
に
は
全
く
言
及
し
な
い
と
こ
ろ
に
、

そ
の
よ
う
な
伝
承
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
一
定
の
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
幸
若
の
作
者
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
幸
若
と
い
う
芸

能
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。



、
迂

(1 (2 

佐
々
木
八
郎
『
増
補
平
家
物
語
の
研
究
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
和
四
十
二
年
二
部
三
六

O
頁
）

大
山
修
平
「
『
幸
若
舞
曲
』
の
研
究
（
ご
｜
｜
『
平
家
物
語
』
と
の
関
連
で
｜
｜
」
（
『
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
論
集
』
昭
和
五

十
年
九
月
）

麻
原
美
子
「
幸
若
舞
曲
考
』
（
新
典
社
昭
和
五
十
五
年
四
九
八
頁
）

荒
木
繁
「
解
題
」
（
『
幸
若
舞
』3
所
収
平
凡
社
昭
和
五
十
八
年
二
七
三
頁
）

岩
瀬
博
「
伝
承
文
芸
の
研
究
』
（
三
弥
井
書
店
平
成
二
年
四

O
四
｜
四

O
七
頁
）

以
下
、
覚
一
本
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
（
岩
波
書
店
昭
和
三
十
五
年
）
に
拠
っ
た
。

荒
木
、
前
掲
書

以
下
、
幸
若
舞
曲
の
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
舞
の
本
』
（
岩
波
書
店
平
成
六
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
部
分
に
関
し
て
は
、

諸
本
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。

拙
稿
、
「
『
平
家
物
語
』
と
笛
｜
｜
巻
第
九
「
敦
盛
最
期
」
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
『
三
回
国
文
』
第
十
三
号
平
成
二
年
六
月
）

こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
高
倉
宮
の
笛
を
蝿
折
の
み
と
し
、
敦
盛
の
笛
を
小
枝
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
し
て
い
る
。

（
前
記
（9
）
論
文
で
指
摘
）

八
坂
本
の
本
文
は
、
山
下
宏
明
編
「
八
坂
本
平
家
物
語
』
（
大
学
堂
書
店
昭
和
五
十
六
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
句
読
点
、
濁
点
を
私
に

施
し
た
。

越
前
幸
若
系
の
諸
本
で
は
、
「
手
を
負
ひ
て
候
」
と
な
っ
て
い
る
。

覚
一
本
巻
第
二
「
大
納
言
流
罪
」
な
ど

長
門
本
の
本
文
は
『
岡
山
大
学
本
平
家
物
語
二
十
巻
』
（
福
武
書
店
昭
和
五
十
二
年
）
に
拠
っ
た
。
（
巻
第
十
六
）

百
二
十
句
本
の
本
文
は
、
高
橋
貞
一
校
訂
『
平
家
物
語
百
二
十
句
本
』
（
思
文
閣
昭
和
四
十
八
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
鎌
倉
本
も
ほ
ぼ

同
一
の
内
容
。
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ロ
）

（
日
）

(H
) 

（
日
）



源
平
盛
衰
記
の
本
文
は
『
源
平
盛
衰
記
』
（
慶
長
古
活
字
版
勉
誠
社
昭
和
五
十
三
年
）
に
拠
っ
た
。
（
巻
第
三
十
八
）

徳
田
和
夫
「
中
世
の
目
、
中
世
の
耳l
l

社
寺
参
詣
蔓
茶
羅
の
芸
能
素
序
章
｜
｜
」
（
『
園
文
皐
」
昭
和
六
十
二
年
六
月
）
。
な
お
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
以
前
の
論
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
（
拙
稿
、
「
御
伽
草
子
『
小
敦
盛
』
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」
『
三
田
園
文
」
第
十
八
号
、

平
成
五
年
六
月
）

岩
沢
思
彦
「
肥
前
名
護
屋
図
扉
風
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
歴
史
』
二
六O

昭
和
四
十
五
年
一
月
）
に
翻
刻
、
紹
介
。

『
兵
庫
県
史
史
料
篇
』
に
拠
る
。

後
藤
康
宏
「
「
須
磨
寺
笛
之
遺
記
』
と
『
小
枝
の
笛
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
」
第
三
十
一
号

17 16 （
問
）

（
日
）

（
初
）

昭
和
六
十
年
五
月
）
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