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『
義
経
千
本
桜
』と

『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』

佐
谷

員
木
人

は
じ
め
に

延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
十
一
月
に
大
坂
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
『
義
経
千
本
桜
』
は
、
今
日
も
た
び
た
び
上
演
さ
れ
る
傑
作
で

あ
る
。
二
代
目
竹
田
出
雲
、
三
好
松
洛
、
並
木
千
柳
(
宗
輔
)

の
合
作
に
よ
り
、
平
家
滅
亡
後
の
世
界
を
「
平
家
物
語
』
「
義
経
記
』
の
内

Q
J
 

容
に
拠
り
な
が
ら
、
独
自
の
趣
向
で
描
い
て
い
る
。

こ
の
作
品
が
、
平
知
盛
、
平
維
盛
、
平
教
経
と
い
う
三
人
の
平
家
の
武
将
が
、
壇
ノ
浦
合
戦
の
後
も
実
は
生
き
て
い
た
と
い
う
設
定
を
骨

格
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
原
道
生
氏
が
詳
細
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
設
定
に
つ
い
て
原
氏
は
、
「
歴
史
の
常
識
の
逆
を
行
く
、

奇
警
一
目
な
、
し
か
し
、
伝
説
と
し
て
は
よ
く
あ
る
形
の
設
定
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
人
は
劇
中
で
、
平
知
盛
は
自
害
、
平
維

盛
は
出
家
、
平
教
経
は
討
死
し
て
い
る
の
で
、
「
正
史
」
が
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
三
人
が
実
は
生
き
て
い
た
と
い
う

「
秘
史
」
は
聞
に
葬
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
「
秘
史
」
の
形
成
過
程
は
、
浄
瑠
璃
作
者
に
よ
る
創
作
に
一
元
的
に
帰
し
て
し
ま
え
な

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
平
家
物
語
』
に
は
、
浄
瑠
璃
以
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
別
伝
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
浄
瑠
璃
の
内
容
に
影
響
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を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
義
経
千
本
桜
』
が
描
く
「
秘
史
」
は
、
ど
の
よ
う
な
素
材
を
も
と
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



こ
の
論
考
で
は
、
『
平
家
物
語
』
に
関
す
る
伝
承
や
批
評
の
展
開
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
『
義
経
千
本
桜
』
の
成
立
背
景
の
一
端
を
明
ら
か
に
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〆
，

-
3
0

1
1

五
人
し

平
維
盛
生
存
説
を
め
ぐ
っ
て

問
題
の
三
人
の
う
ち
、
ま
ず
、
平
維
盛
生
存
説
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
覚
一
本
『
平
家
物
語
」
巻
十
は
、
平
維
盛
は
高
野
山
で
出
家

し
、
そ
の
後
、
熊
野
で
入
水
自
殺
を
遂
げ
た
と
記
し
て
い
る
(
「
横
笛
」
l

「
維
盛
出
家
」
)
。
維
盛
に
つ
い
て
は
、
早
く
中
世
か
ら
生
存
説

話
が
存
在
し
た
。
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
四
十
は
、
「
或
説
に
は
」
と
し
て
、
「
那
智
の
客
僧
等
」
が
維
盛
を
哀
れ
ん
で
那
智
の
滝
の
奥
の
山
中

に
庵
室
を
作
っ
て
隠
し
置
き
、
そ
の
子
孫
が
今
も
残
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
太
平
記
』
巻
五
「
大
塔
宮
熊
野
落
事
」
で
は
、
大
塔
宮
護
良
親
王
の
熊
野
落
ち
を
描
く
際
に
、
十
津
川
に
お
け
る
戸
野
兵
衛
尉

ツ
ツ
ガ
ナ
ク

の
言
葉
と
し
て
、
「
平
家
ノ
嫡
孫
維
盛
ト
申
ケ
ル
人
モ
、
我
等
ガ
先
祖
ヲ
窓
テ
此
所
(
十
津
川
)
ニ
隠
レ
、
遂
ニ
源
氏
ノ
世
ニ
無
意
候
ケ
ル

ト
コ
ソ
承
候
ヘ
。
」
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
県
の
十
津
川
村
に
も
維
盛
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
参
考
ま
で
に
、

い
も
が
せ

寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
刊
の
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
六
に
は
、
十
津
川
荘
五
百
瀬
村
(
現
、
十
津
川
村
芋
瀬
)
に
「
宝
蔵
寺
」
と
い
う
、

平
維
盛
の
建
立
と
伝
え
る
寺
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
所
に
維
盛
の
墓
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
幻

o

こ
れ
ら
『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
太
平

-200-

記
』
の
記
事
に
よ
り
、
室
町
期
に
は
既
に
、
平
維
盛
の
生
存
説
話
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
説
話
が
熊
野
と
十
津
川

の
二
箇
所
に
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
鈴
木
宗
朔
氏
は
、
熊
野
の
維
盛
伝
説
が
南
北
朝
期
に
十
津
川
ま
で
伝
来
し
、
『
太
平
記
』
が
そ
れ
を

取
り
入
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る

)
O

そ
れ
で
は
、
近
世
に
入
る
と
、
こ
の
生
存
説
話
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
有
田
郡
山
保
田



庄
上
湯
川
村
(
現
、
清
水
町
)
の
小
松
氏
が
代
々
「
小
松
弥
助
」
を
名
乗
り
、
維
盛
の
子
孫
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
『
紀
伊
続
風
土
記
』

に
よ
れ
ば
、
元
和
五
年
(
一
六
一
九
)
に
紀
州
藩
主
と
し
て
着
任
し
た
徳
川
頼
宣
が
、
小
松
弥
助
を
地
侍
と
し
て
処
遇
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
献
上
は
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
刊
の
『
参
考
太
平
記
』
巻
五
に
、
維
盛
の
子
孫
が
紀
州
に
現
存
し
、
「
小
松
弥
助
」
を
名
乗
っ

て
い
る
と
い
う
記
事
が
見
え
幻

o

し
た
が
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
、
小
松
弥
助
の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
義
経
千
本
桜
』

で
は
、
す
し
屋
に
匿
わ
れ
た
維
盛
が
「
弥
助
」
と
名
を
改
め
て
い
る
。
作
中
で
は
「
い
よ
い
よ
助
く
る
」
の
意
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
名
は
作
者
に
よ
る
創
作
で
は
な
く
、
現
存
し
た
「
小
松
弥
助
」
の
名
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
鈴
木
氏
は
『
明

良
洪
範
』
続
編
巻
八
「
小
松
維
盛
の
後
喬
」
の
項
に
、
維
盛
が
熊
野
色
川
の
土
豪
、
清
水
清
左
衛
門
に
匿
わ
れ
、
そ
の
婿
と
な
っ
た
と
す
る

記
事
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
泌

o

こ
れ
も
ま
た
、
維
盛
が
す
し
屋
の
弥
左
衛
門
に
匿
わ
れ
て
、
娘
の
お
里
か
ら
思
い
を
寄
せ
ら
れ
る
と

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
維
盛
生
存
説
を
さ
ら
に
大
き
く
展
開
し
た
の
が
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
(
以
下
『
秘
伝
抄
』
)
で
あ
る
。
『
秘
伝

-201-

い
う
『
義
経
千
本
桜
』
の
筋
に
反
映
し
て
い
よ
う
。

抄
』
は
「
平
家
物
語
』

の
注
釈
書
で
、
十
二
巻
二
十
四
冊
。
慶
安
三
年
(
一
六
五

O
)
の
刊
記
の
あ
る
板
本
が
存
在
す
る
の
で
、
成
立
は
そ

れ
以
前
で
あ
る
。
作
者
は
諸
説
あ
る
が
詳
ら
か
で
な
い
。
『
平
家
物
語
』
の
本
文
を
抄
出
し
、
著
者
に
よ
る
批
評
(
評
日
)
及
び
別
伝
(
伝
日
)

を
付
加
し
て
い
る
。
別
伝
の
典
拠
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
「
吾
妻
鏡
』
に
拠
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
、
堀
竹
忠
晃
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
幻o
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
杉
本
圭
三
郎
氏
は
「
『
平
家
物
語
』
を
文
学
作
品
と
し
て
評
論
す
る
も
の
で
は
な
く
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
人

物
や
人
物
の
行
動
・
事
件
な
ど
、
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
実
に
対
し
て
の
批
評
で
あ
る
。
人
物
や
人
物
の
行
動
に
対
し
て
は
、
儒
教
的
・

仏
教
的
倫
理
観
に
た
っ
て
こ
れ
を
批
判
し
、
道
学
的
見
地
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
論
じ
て
致
誉
褒
反
し
て
い
る
。
事
件
、
と
く
に
戦
闘
な
ど

に
つ
い
て
は
、
兵
法
の
立
場
か
ら
の
評
論
を
加
え
て
、
そ
の
優
劣
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
全
体
に
わ
た
っ
て
、
強
調
し
て
い
る
の
は
道
義

(396) 



で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
の
軸
と
す
る
、
『
平
家
物
語
』

の
人
物
論
・
政
道
論
・
軍
略
論
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の

『
秘
伝
抄
』
に
お
い
て
、
維
盛
の
入
水
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
、
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
「
評
日
」
と
し
て
、

作
者
は
維
盛
の
入
水
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

の
が
れ

こ
れ
も
り
の
出
家
は
、
と
て
も
遁
ぬ
世
と
成
給
へ
ば
、
さ
の
み
感
心
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
石
童
丸
が
出
家
は
、
重
景
が
勇
に
よ
れ
り
。

か
る
が
ゆ
え
き
ゃ
う
じ
う

故
に
三
人
の
出
家
の
其
志
の
軽
重
を
云
時
は
、
重
景
を
重
し
と
す
べ
し
。
又
惟
盛
の
出
家
せ
ら
れ
け
る
事
、
敵
陣
に
向
て
討
死
し
給

い
さ
ぎ
よ

た
る
よ
り
、
当
分
廉
か
ら
ぬ
ふ
る
ま
ひ
た
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
、
其
志
い
か
ダ
お
も
は
れ
け
ん
。
此
度
の
有
様
に
て
は
、
と
て
も
平

か
た
き
と
も
が
ら

氏
の
滅
亡
に
し
て
、
運
を
ひ
ら
く
事
難
に
極
時
は
、
錦
を
着
て
泥
中
に
ふ
し
、
石
を
懐
て
測
に
沈
が
ご
と
く
に
し
て
、
よ
し
な
き
徒
と

け
い
ぼ
う
め
ぞ
ら

一
所
に
、
い
た
づ
ら
に
空
な
り
給
は
ん
よ
り
、
暫
其
身
を
か
く
し
て
、
時
を
ま
ち
、
運
を
ひ
ら
か
ん
計
謀
を
廻
し
給
ふ
志
宜
し
か
ら
ん
か
。

た
と
ひ
た
つ
す
る
あ
ら
は
る

縦
一
生
其
志
達
事
あ
た
は
ず
と
云
と
も
、
其
思
処
真
実
な
る
時
は
、
必
終
に
は
其
心
根
世
に
顕
る
も
の
也
。
惟
盛
尤
平
家
の
一
門

し
り
ぞ
き
し
り
そ
い
の
ぞ
ん

を
う
ち
す
て
、
退
給
ふ
処
を
み
る
時
は
、
是
不
義
不
勇
な
る
に
似
た
り
。
さ
れ
ど
も
若
此
惟
盛
、
此
時
退
て
、
其
身
を
隠
、
時
に
臨

あ
や
ま
り

て
大
功
を
達
し
給
ふ
時
は
、
却
て
此
と
き
の
不
義
不
勇
と
存
た
る
も
、
皆
世
の
誤
と
成
ぬ
べ
し
。
然
ば
惟
盛
の
志
一
つ
に
よ
っ
て
善
悪

の
二
義
有
べ
し
。
さ
れ
ど
も
此
書
に
は
、
終
に
熊
野
の
沖
に
て
入
水
し
給
ひ
た
り
と
あ
れ
ば
、
是
宜
し
か
ら
ざ
る
出
家
な
る
べ
し
。

右
に
よ
れ
ば
、
維
盛
の
出
家
は
敵
と
戦
う
こ
と
か
ら
逃
れ
た
も
の
で
あ
り
、
潔
く
な
い
行
い
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
傍
線
部
に
見
え

る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
味
方
の
形
勢
が
不
利
な
時
に
、
潔
く
戦
っ
て
討
死
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
場
を
逃
れ
て
後
日
の
再
興
を
期
し
た

ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
判
断
も
成
り
立
ち
う
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

寸
時
は
「
不
義
不
勇
」
に
見
え
た
行
い
も
、
世
の
誤
り
と
な
っ
て
面
白

(395) -202-



を
施
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
死
ん
だ
と
見
せ
か
け
て
そ
の
場
を
逃
れ
、
時
期
を
見
て
再
興
を
期
す
と
い
う
計
略
は
、
「
義
経
千
本
桜
」

全
体
の
構
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
知
盛
、
教
経
に
つ
い
て
も
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
右
の
評
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
「
此
書
に
は
、
終
に
熊
野
の
沖
に
て
入
水
し
給
ひ
た
り
と
あ
れ
ば
、
是
宜
し
か
ら
ざ
る
出
家
な
る
べ
し
」

と
あ
っ
て
、
維
盛
の
出
家
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
入
水
説
を
記
す
『
平
家
物
語
』
以
外
に
、
別
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
惇
日
」
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
維
盛
に
関
す
る
「
別
伝
」
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ま
つ
の
り
ん
じ
う
の
け

小
松
大
臣
殿
、
御
臨
終
の
湖
、
惟
盛
を
御
枕
の
近
ふ
へ
召
れ
、
あ
た
り
の
人
を
退
ら
れ
、
重
景
一
人
斗
召
て
仰
ら
れ
け
る
は
、
平

お
ご
り
こ
と
ご
と
く
そ
む
き
こ
の
む
こ
の
は
な
は
だ
し
め
ぞ
ら

氏
禅
門
の
騎
に
よ
っ
て
、
天
下
悉
賞
家
を
背
、
万
人
乱
を
好
事
、
十
ヶ
年
以
来
甚
と
い
へ
ど
も
、
重
盛
智
謀
を
廻
し
、
今
に
世

こ
と
ご
と
く
む
さ
ぼ
っ
い
よ
い
よ
あ
た

を
た
も
て
り
。
さ
れ
ど
も
一
門
の
者
共
、
悉
私
欲
を
貧
て
、
弥
禅
門
を
騒
ら
し
め
、
却
て
重
盛
に
讐
を
た
く
む
も
の
多
し
。
さ
れ

う
れ
ふ

ど
も
吾
天
に
徳
を
な
せ
り
。
何
ぞ
あ
へ
て
是
を
う
れ
ふ
べ
け
ん
。
只
吾
徳
の
足
、
ざ
る
事
を
愁
。
然
と
い
へ
共
、
運
命
既
に
尽
て
、
此
時

む
な
し
い
づ
つ
い
に

空
く
成
べ
し
。
し
か
ら
ば
必
天
下
の
大
乱
三
年
を
出
べ
か
ら
ず
。
終
汝
等
も
帝
都
を
去
、
西
海
に
流
浪
す
べ
し
。
然
ら
ば
汝
は
智
を
め

か
ね
こ
し
ら
へ
て
い

ぐ
ら
し
、
紀
伊
国
に
兼
て
好
た
る
所
有
。
此
所
へ
し
の
び
、
世
上
に
は
自
害
の
鉢
を
み
せ
て
、
時
を
待
て
運
を
ひ
ら
き
、
父
が
名
を
天

ふ
た
た
び
あ
ら
は
す
と
も
が
ら

下
に
再
顕
べ
し
。
始
を
よ
く
す
る
者
は
あ
れ
ど
も
、
終
を
守
る
者
稀
也
。
天
下
を
知
べ
き
も
の
は
源
氏
の
輩
た
る
べ
し
。
木
曽
義
仲

つ
い
に
か
な
ら
す
お
こ
り

は
不
徳
不
明
の
者
也
。
一
旦
事
を
得
た
り
と
云
と
も
、
終
久
か
る
べ
か
ら
ず
。
頼
朝
は
強
敵
た
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
彼
必
後
に
騎
生

の
ぞ
ん
じ
ん
い
っ
た
へ

ず
べ
し
。
時
に
臨
で
義
兵
を
挙
よ
。
是
は
是
兵
法
の
深
意
た
り
。
此
巻
を
も
っ
て
兵
道
の
自
在
を
倍
れ
と
て
、
一
巻
の
書
を
惇
ら
れ
け
り
。

に
ん
に
ひ
い
で
た
に
こ
と

時
に
重
景
を
召
て
仰
ら
れ
け
る
事
は
、
汝
が
父
景
康
よ
り
、
代
々
相
停
の
忠
士
た
り
。
殊
に
汝
千
万
人
秀
て
忠
勇
尤
他
異
也
。
天
下

か
ん
が
ふ
る
い
ま
だ
じ
ゃ
く
な
が
ら
へ
お
う
ひ
と
へ

の
始
終
今
吾
鑑
処
。
少
も
違
べ
か
ら
ず
。
殊
に
汝
は
惟
盛
と
同
年
に
し
て
、
未
若
年
也
。
存
あ
ら
ば
必
時
に
鷹
ず
べ
し
。
偏
に
草

-203-(394) 



の
た
ま
ひ
け
ん
お
ち
し
の
び

の
か
げ
に
で
も
、
汝
を
頼
と
宣
て
、
重
代
の
御
銀
を
下
さ
れ
け
る
と
云
々
。
是
に
よ
っ
て
熊
野
山
中
に
落
忍
給
ひ
て
、
世
上
に
は
自
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害
の
鉢
に
も
て
な
し
給
と
云
々
。
殊
に
瀧
口
は
、
小
松
殿
の
御
思
深
蒙
た
る
者
也
。
故
に
良
将
は
、
三
世
を
鑑
、
い
か
な
る
山
中
の
者
、

い
や
し
き
ほ
ど
こ
を
き
つ
い
は
か
る

又
は
賎
隠
者
等
に
も
、
義
思
を
施
し
置
、
終
の
大
事
を
計
と
見
え
た
り
。

(393) 

や
や
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
右
の
別
伝
に
は
重
要
な
点
が
二
点
あ
る
。
維
盛
生
存
説
を
記
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
を
重
盛
の
計

略
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
維
盛
の
父
、
重
盛
は
平
家
一
門
の
衰
運
を
予
見
し
、
子
息
に
一
つ
の
計
略
を
授
け
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う

に
、
熊
野
の
山
中
に
あ
ら
か
じ
め
隠
れ
家
が
用
意
し
て
あ
る
の
で
、
自
害
を
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
そ
こ
に
隠
れ
よ
、
そ
し
て
平
家
再
興

の
時
節
を
待
て
と
い
う
も
の
で
、
維
盛
は
そ
の
父
の
言
葉
に
従
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
維
盛
の
入
水
は
父
重
盛
が
生
前
か
ら
仕
組
ん
で

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
世
上
に
流
布
し
て
い
た
維
盛
生
存
説
を
補
強
し
、
拡
大
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
引
用
部
分
の
最
後
で
、
重
盛
が
「
義
-204-

お
い
た
計
略
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

恩
」
を
施
し
て
お
い
た
こ
と
が
、
後
に
役
立
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
『
義
経
千
本
桜
』
に
お
い
て
、
弥
左
衛
門
が
重
盛
か

ら
受
け
た
恩
義
の
た
め
に
、
維
盛
を
救
っ
た
と
い
う
内
容
に
反
映
し
て
い
る
。

『
義
経
千
本
桜
』
で
は
、
弥
左
衛
門
は
重
盛
が
唐
土
の
「
硫
黄
山
」
に
三
千
両
の
洞
堂
金
を
渡
そ
う
と
し
た
時
の
船
頭
で
、
そ
の
三
千
両

を
分
け
取
り
に
し
た
の
に
、
重
盛
は
罪
に
問
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
平
家
物
語
』
巻
三
「
金
渡
」
を
意
識
し
た
設
定
で

あ
る
が
、
『
平
家
物
語
』
の
「
育
王
山
」
が
『
義
経
千
本
桜
』
で
は
「
硫
黄
山
」
に
改
め
ら
れ
、
虚
構
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
弥
左
衛
門

は
そ
の
恩
を
今
に
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
田
出
雲
/
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
笛
所
は
の

ち
に
改
刻
さ
れ
、
「
分
け
取
り
」
が
「
盗
み
取
ら
れ
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
類
似
す
る
の
設
定
が
享
保
十
五
年
(
一
七
三O
)



の
『
蒲
冠
者
藤
戸
合
戦
』
(
並
木
宗
輔
・
安
田
蛙
文
作
)
に
見
え
る
と
い
う
。
同
書
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

平
家
の
侍
小
胡
麻
の
郡
司
と
伊
賀
の
平
内
左
衛
門
が
、
重
盛
の
命
に
よ
り
資
堂
金
三
千
両
を
唐
土
育
王
山
へ
運
ぶ
際
に
悪
心
が
兆
し
、

三
千
両
の
う
ち
の
千
両
を
書
類
を
ご
ま
か
し
、
二
人
で
五
百
両
づ
っ
分
け
取
り
し
た
。
重
盛
は
二
人
を
見
逃
し
た
が
、
二
人
は
良
心
の

阿
責
に
苦
し
み
、
罪
滅
ぼ
し
に
と
重
盛
の
死
後
、
維
盛
・
六
代
の
た
め
に
命
が
け
で
尽
す
。
義
経
千
本
桜
で
は
、
作
者
は
自
身
の
旧
作

か
ら
設
定
・
文
章
の
一
部
を
そ
っ
く
り
と
り
入
れ
な
が
ら
、
弥
左
衛
門
を
も
と
平
家
の
侍
と
せ
ず
、
船
頭
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
二
段
目

切
と
一
貫
す
る
平
家
物
語
の
本
文
に
則
っ
た
脚
色
態
度
で
あ
る
。

弥
左
衛
門
を
平
家
の
侍
で
な
く
た
だ
の
船
頭
と
し
て
い
る
の
は
、
さ
き
の
『
秘
伝
抄
』

の
「
い
か
な
る
山
中
の
者
、
ま
た
は
隠
者
等
に
も
、
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『
義
経
千
本
桜
』
は
従
っ
て
、
旧
作
「
蒲
冠
者
藤
戸
合
戦
」
の
設
定
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
平
維
盛
生
存
説
に
結
び
付
け
て
い
る
の
だ
が
、

義
恩
を
施
し
」
と
い
う
表
現
に
合
致
し
て
い
る
。
弥
左
衛
門
が
維
盛
を
救
っ
た
の
は
、
た
と
え
武
士
で
は
な
い
身
分
の
低
い
者
で
も
、
恩
義

を
与
え
て
お
け
ば
将
来
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
具
体
的
な
反
映
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
維
盛
を
熊
野
で
の
入
水
か

ら
救
う
と
い
う
設
定
も
『
秘
伝
抄
』
を
参
考
に
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
自
害
し
た
振
り
を
し
て
密
か
に
生
き
延
び
る
と
い
う
計
略
が
重
盛
に
よ
っ
て
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
家
の
衰
運
の
予
見
に
端
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
先
見
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
重
盛
像
は
、
覚
一

本
『
平
家
物
語
』
巻
二
一
「
無
文
」
に
、
「
不
思
議
の
人
に
て
、
未
来
の
こ
と
を
か
ね
て
さ
と
り
給
ひ
け
る
に
や
」
と
あ
る
よ
う
な
、
「
一
門
の
運
命
」

を
予
見
す
る
能
力
を
拡
大
し
た
も
の
だ
。
『
義
経
千
本
桜
』

で
は
維
盛
の
計
略
が
父
に
よ
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い

(
計
略
で
あ
る
か
も
明

(392) 



瞭
に
示
さ
れ
な
い
)
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
重
盛
の
思
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
維
盛
が
救
わ
れ
る
と
い
う
設
定
は
『
秘
伝
抄
』
を
経
由

し
て
、
『
義
経
千
本
桜
』
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(391) 

知
盛
・
教
経
を
め
ぐ
っ
て

そ
れ
で
は
、
次
に
『
義
経
千
本
桜
』
の
知
盛
・
教
経
像
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
知
盛
で
あ
る
が
、
都

を
落
ち
て
九
州
に
逃
れ
よ
う
と
し
た
義
経
主
従
の
乗
る
船
に
、
知
盛
の
亡
霊
が
現
じ
る
と
い
う
設
定
は
、
能
『
船
弁
慶
』
を
典
拠
と
し
て
い

る
。
『
義
経
千
本
桜
』
本
文
に
も
「
あ
ら
珍
し
ゃ
い
か
に
義
経
」
と
い
う
謡
曲
の
詞
章
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
色
濃
い
。
し
か
し
、

能
で
は
死
霊
と
な
っ
て
現
じ
て
い
る
知
盛
が
、
こ
こ
で
は
生
き
残
っ
て
い
る
実
在
の
知
盛
で
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
背

一
方
、
教
経
に
つ
い
て
は

「
平
家
物
語
』
で
は
壇
ノ
浦
合
戦
で
華
々
し
い
活
躍
を
し
た
後
に
、
源
氏
の
武
士
二
人
を
道
連
れ
に
し
て
入
水

ζ
U
 

ハ
り

う
ん

後
に
は
死
ん
だ
と
見
せ
か
け
て
平
家
の
再
興
を
目
指
す
「
計
略
」
が
あ
る
。

し
て
い
る
。
『
義
経
千
本
桜
』
で
は
、
教
経
も
ま
た
入
水
し
た
と
見
せ
か
け
て
生
き
延
び
る
の
で
あ
る
が
、
教
経
を
生
き
延
び
さ
せ
た
の
は

屋
島
合
戦
で
兄
継
信
を
教
経
に
射
殺
さ
れ
た
佐
藤
忠
信
が
、
兄
の
敵
を
打
つ
と
い
う
設
定
と
も
結
び
付
い
て
お
り
、
優
れ
た
演
劇
的
構
成
と

い
え
よ
う
。
こ
の
知
盛
・
教
経
の
二
人
に
つ
い
て
、
『
秘
伝
抄
』
巻
十
一
下
「
能
登
殿
最
期
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

へ
ん
へ
ん
ひ
と
し
き

評
日
、
勇
有
て
智
な
き
を
ば
偏
勇
と
し
、
智
有
て
勇
な
き
を
ば
偏
智
と
す
べ
し
。
勇
智
等
を
も
っ
て
大
将
と
す
。
然
る
に
能
登
殿
の

は
た
ら
き
は
な
は
だ
お
と
り

さ
い
ご
の
働
、
勇
は
甚
勝
た
り
と
い
へ
共
、
智
は
日
来
に
は
劣
給
へ
り
。
天
下
国
家
に
大
将
た
る
べ
き
人
の
心
得
に
は
あ
ら
ず
。
故

に
智
不
足
の
働
と
云
へ
き
乎
。
然
ど
も
平
氏
の
一
門
の
う
ち
に
て
勇
智
を
く
ら
べ
み
る
時
は
、
勇
は
教
経
を
も
っ
て
第
一
と
し
、
智
は



か
う
せ
き
あ
や
ま
り
も
し

知
盛
を
も
っ
て
第
一
と
す
べ
し
。
さ
れ
ど
も
人
の
行
誠
一
、
大
道
に
く
ら
へ
み
て
、
道
理
に
達
せ
ざ
る
時
は
、
皆
誤
と
謂
べ
し
。
若
其

ひ
と
し
き

智
ふ
か
く
し
て
、
勇
徳
等
時
は
、
此
時
ま
で
此
所
に
、
角
て
は
お
は
し
ま
す
べ
か
ら
ず
。
日
疋
た
グ
其
智
不
足
故
成
べ
し
。
然
と
い
へ
共
、

は
た
ら
き
は
さ
み

最
後
の
働
に
、
義
経
を
目
が
け
給
ふ
事
、
是
勇
の
勇
た
る
も
の
と
す
べ
し
。
然
ど
も
安
塞
太
郎
兄
弟
の
者
ど
も
を
、
両
の
脇
に
挟
、
海

た
と
ひ

に
沈
給
ふ
事
は
、
事
過
た
る
ふ
る
ま
ひ
た
り
。
一
方
の
大
将
の
な
す
べ
き
業
に
は
あ
ら
ず
。
縦
自
害
を
な
し
給
ふ
と
い
ふ
と
も
、
い
か

に
も
ひ
そ
か
に
し
て
、
敵
に
最
後
か
最
後
に
て
あ
ら
ざ
る
か
を
疑
し
む
べ
き
も
の
也
。
天
下
に
は
い
か
な
る
志
の
者
や
有
な
ん
。
さ

れ
ば
古
功
有
大
将
は
、
自
害
を
し
け
れ
ど
も
、
死
せ
ざ
る
が
ご
と
く
に
し
或
は
死
せ
ざ
れ
ど
も
、
死
し
た
る
が
ご
と
く
に
み
せ
た
り
。

じ
ん
ば
お
も
て

故
に
落
行
た
る
陣
場
に
、
首
を
求
て
面
の
皮
を
剥
ぎ
、
捨
行
事
な
ど
す
る
も
の
也
。
此
志
臆
病
に
し
て
、
其
所
を
迩
去
に
は
あ
ら
ざ
れ

ど
も
、
只
大
功
を
存
が
故
也
。
故
に
慎
で
大
将
の
威
神
妙
の
道
有
事
を
学
し
給
へ
。

右
は
壇
ノ
浦
合
戦
で
、
教
経
が
入
水
し
て
自
害
し
た
場
面
の
評
で
あ
る
。
前
半
の
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
『
秘
伝
抄
』

の
作
者
は
、
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平
家
の
武
将
の
中
で
も
知
盛
と
教
経
の
二
人
を
特
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
の
傍
線
部
に
お
い
て
は
、
先
の
維
盛
に
関
す
る
記

述
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
敵
に
死
を
悟
ら
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
振
り
を
し
て
生
き
延
び
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
『
義
経
千
本
桜
』

に
お
け
る
「
計
略
と
し
て
生
き
延
び
た
」
知
盛
・
教
経
像
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
母
体
と
し
て
い
る
。
『
秘
伝
抄
」
の
観
点
に
拠
れ
ば
、
二

人
が
密
か
に
生
き
延
び
た
の
は
、
優
れ
た
武
将
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
行
動
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
右
に
は
戦
場
を
逃
げ
去
る
と
き
に

面
の
皮
を
剥
い
だ
贋
首
を
そ
の
場
に
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
ん
だ
と
見
せ
か
け
る
と
い
う
記
事
が
見
え
て
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
贋
首

へ
の
関
心
も
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
義
経
千
本
桜
』
に
結
び
付
い
て
い
る
。
さ
ら
に
『
秘
伝
抄
」
巻
十
一

「
内
侍
所
都
入
」
に
も
、
以
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下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。



の
び

知
盛
の
さ
い
ご
勇
智
有
。
敵
如
何
し
て
此
時
ま
で
は
手
延
に
な
し
お
き
け
ん
。
此
度
平
家
の
合
戦
に
、
知
盛
教
経
両
人
の
有
様
に
て
、

せ
め
て
平
氏
の
恥
を
き
よ
む
る
、
こ
と
は
の
種
と
も
成
べ
し
。
さ
れ
ど
も
此
人
々
、
さ
い
な
き
大
将
な
れ
ば
、
良
将
の
相
克
曾
て
な
し
。

(389) 

水
に
入
給
ふ
事
は
、
女
の
自
害
に
似
た
れ
共
、
敵
に
首
を
と
ら
れ
、
獄
門
に
か
け
ら
れ
、
世
上
に
面
を
さ
ら
さ
ん
よ
り
は
、
是
宜
し
か

る
べ
き
乎
。

こ
こ
で
は
、
知
盛
が
入
水
し
た
こ
と
が
、
敵
に
首
を
取
ら
れ
る
よ
り
は
ま
だ
、
よ
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
明
確
な
証
拠
を
残
さ
な
い

死
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
存
説
が
作
ら
れ
る
「
隙
間
」
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て

『
秘
伝
抄
」
は
、
知
盛
・
教
経
の
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人
が
首
を
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は

『
義
経
千
本
桜
』の
内
容
に
結
び
付
い
て
い
る
。
『
義
経

千
本
桜
』
「
堀
川
御
所
の
段
」
で
は
、
堀
川
御
所
の
義
経
の
も
と
に
、
鎌
倉
か
ら
川
越
太
郎
が
詮
議
に
来
る
。
川
越
は
義
経
に
対
し
て
、
平

家
の
武
将
の
首
の
う
ち
、
知
盛
・
維
盛
・
教
経
の
三
人
の
首
が
贋
首
で
あ
っ
た
こ
と
を
問
い
質
す
。
そ
れ
に
対
し
て
義
経
は
以
下
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。

い
ひ
わ
け
に
せ
ま
こ
と
ま
こ
と
に
せ
ぞ
ん
り
よ
お
う
ぎ
ゑ
い
ぐ
は
き
う
し
ん

「
其
云
訳
い
と
安
し
。
贋
首
を
以
て
真
と
し
。
実
を
以
ッ
て
贋
と
す
る
は
軍
慮
の
奥
義
。
平
家
は
廿
四
年
の
栄
花
。
亡
び
失
て
も
旧
臣

ば
い
ぶ
ん
さ
ん
は
た
ち
ゃ
く
し
ち
ゃ
く
り
う

倍
臣
国
々
へ
分
散
し
。
赤
旗
の
へ
ん
ぽ
ん
す
る
時
を
待
ッ
。
一
門
の
中
に
も
三
位
中
将
維
盛
は
。
小
松
の
嫡
子
で
平
家
の
嫡
流
。
殊
に

じ
ん
な
つ
け
か
う
お
ん
ざ
ん
と
う
ふ
た

h

ぢ
ぢ
ゃ
う

親
重
盛
仁
を
以
ッ
て
人
を
懐
。
厚
恩
の
者
其
数
を
し
ら
ず
。
維
盛
な
が
ら
へ
有
と
し
ら
ば
残
党
再
び
取
立
る
は
治
定
。
又
信
中
納
言
知
盛
。

、
ん
ど
つ
ぽ
き
り
ゃ
う
ま
ね
は
せ
あ
つ
ま
お
冶
お
だ
や
か
い
づ

能
登
守
教
経
は
古
今
独
歩
の
ゑ
せ
者
。
大
将
の
器
量
有
と
招
き
に
従
ひ
馳
集
る
者
多
か
ら
ん
。
き
す
れ
ば
天
下
穏
な
ら
ず
。
何
れ
も



じ
ゅ
す
い
ふ
う
ぶ
ん

入
水
討
死
と
世
上
の
風
間
幸
に
。

に
せ
あ
ざ
む
き

一
門
残
ら
ず
討
取
し
と
。
贋
首
を
以
て
欺
し
は
。

た
ん
け
い
り
ゃ
く

一
旦
天
下
を
せ
い
ひ
つ
さ
せ
ん
義
経
が
計
略
。
」

右
に
は
重
盛
が
仁
を
施
し
た
た
め
に
そ
の
思
義
を
感
じ
る
者
が
多
い
こ
と
が
見
え
、
ま
た
、
知
盛
・
教
経
を
「
古
今
独
歩
の
ゑ
せ
者
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
秘
伝
抄
」
の
内
容
と
重
な
り
合
う
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
義
経
は
三
人
が
入
水
と
見
せ
か
け
て
生
き
延
び
、
平

家
の
残
党
を
再
結
集
し
よ
う
と
す
る
計
略
を
見
抜
い
て
お
り
、
三
人
の
贋
首
を
用
い
て
天
下
を
静
ま
ら
せ
よ
う
と
い
う
計
略
で
も
っ
て
対
抗

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
間
も
義
経
は
、
郎
等
を
諸
国
に
派
遣
し
て
三
人
の
行
方
を
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
三
人
の
武

将
が
い
ず
れ
も
入
水
に
よ
っ
て
死
ん
で
い
る
と
い
う
『
平
家
物
語
』

の
記
述
か
ら
、
「
首
が
な
い
」
と
い
う
事
実
が
引
き
出
さ
れ
て
『
義
経

千
本
桜
』
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
首
へ
の
こ
だ
わ
り
は
『
秘
伝
抄
』

の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
実
に
理
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解
し
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
『
秘
伝
抄
』
に
見
え
る
名
将
観
、
す
な
わ
ち
、
死
ん
だ
と
見
せ
か
け
て
敵
を
欺
く
計
略
や
、
敵

に
首
を
取
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
想
と
す
る
死
に
方
の
影
響
が
、
『
義
経
千
本
桜
』

の
内
容
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う

し
て
、
『
秘
伝
抄
』
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』

の
解
釈
に
、
浄
瑠
璃
作
者
が
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
義
経
千
本
桜
』
は
『
平
家
物
語
」
や
『
義
経
記
』

の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
評
釈
し
た
書
物
を

も
参
照
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
軍
記
物
語
に
は
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
あ
る
べ
き
世
界
」
あ
る
い
は
「
あ
り
え
た
世
界
」
へ
の
想
像

力
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
維
盛
・
知
盛
・
教
経
が
す
ぐ
れ
た
武
将
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
入
水
は
せ
ず
に
生
き
延
び
た
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
評
価
は
、
三
人
が
生
き
延
び
た
世
界
を
描
く
と
い
う
興
味
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
、
『
義
経
千
本
桜
』

の
世
界
が
形

成
さ
れ
る
条
件
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(388) 



お
わ
り
に

(387) 

以
上
に
見
て
き
た
こ
と
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
『
義
経
千
本
桜
』
は
、
平
知
盛
・
維
盛
・
教
経
の
三
人
の
武
将
が
、

壇
ノ
浦
合
戦
後
も
生
き
延
び
た
と
い
う
設
定
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
維
盛
に
つ
い
て
は
、
早
く
中
世
か
ら
生
存
説
が
あ
る
が
、
父
重

盛
の
恩
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
熊
野
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
設
定
は
「
秘
伝
抄
』
の
内
容
に
ご
く
近
似
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
秘
伝
抄
』
が
優
れ
た
武
将
の
行
動
と
し
て
説
く
「
自
害
を
装
っ
て
生
き
延
び
る
」
と
い
う
計
略
が
、
知
盛
や
教
経
の
場
合
に

も
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
計
略
は
、
入
水
に
よ
る
自
害
で
は
敵
に
首
を
取
ら
れ
な
い
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
首
を
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
も
、
『
義
経
千
本
桜
」
の
内
容
に
反
映
し
て
い
る
。

A
U
 

今
中

以
上
か
ら
判
断
し
て
、
『
義
経
千
本
桜
』
は
『
秘
伝
抄
』
の
示
す
合
戦
観
や
別
伝
の
影
響
下
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、

軍
記
評
判
は
浄
瑠
璃
作
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
『
秘
伝
抄
』
に
先
行
し
、
そ
の
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
軍
記
評
釈
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
抄
』
(
以
下
『
理
尽
抄
』
)
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
合
戦
に
お
い
て
、
自
害
を
装
つ

て
生
き
延
び
る
と
い
う
計
略
は
、
『
理
尽
抄
』
巻
三
「
赤
坂
城
軍
事
」
に
お
い
て
、
楠
木
正
成
を
描
い
た
以
下
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

な正
る成
所自
也2 害
。の

真ま
似ね
を
し
て

城
を
落
た
る
謀
、

け
ん
ぜ
ん
し
ゃ
う
と
く
ま
れ

書
に
顕
然
た
り
。
大
公
が
秘
術
も
是
に
は
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。
生
得
の
智
謀
、
古
今
に
希

右
は
、
楠
木
正
成
が
自
害
を
装
っ
て
赤
坂
城
を
落
ち
延
び
た
場
面
の
評
で
あ
り
、
『
理
尽
抄
』
は
そ
れ
を
太
公
望
の
秘
術
に
も
勝
る
「
生



得
の
智
謀
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
『
理
尽
抄
』

の
正
成
に
対
す
る
評
価
を
「
秘
伝
抄
』
は
、
形
を
変
え
て
拡
大
し
、
引
き
継
い

で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

『
理
尽
抄
』
に
つ
い
て
は
、
早
く
今
尾
哲
也
氏
が
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
尾
氏
は
、
赤
穂
事
件
の
巷
説

を
検
証
し
、
「
物
欲
の
権
化
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
吉
良
の
心
象
が
「
『
理
尽
抄
』
を
介
し
て
普
遍
化
さ
れ
た
師
直
に
つ
い
て
の
心
象
と
共
鳴

一
つ
の
人
格
に
複
合
さ
れ
て
行
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
軍
記
評
釈
と
浄
瑠
璃
の
間
の
緊
密
な
関
係
を

し
て
、
両
者
は
、

認
め
る
な
ら
ば
、
『
秘
伝
抄
』
の
示
す
世
界
観
も
ま
た
、
浄
瑠
璃
世
界
に
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

浄
瑠
璃
作
者
が
『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
の
軍
記
物
語
を
利
用
す
る
際
に
は
、
様
々
な
評
釈
類
を
も
含
む
多
様
な
文
献
を
参
照

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
秘
伝
抄
』
と
浄
瑠
璃
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

211-

主(
1
)
 

(
2
)
 
原
道
生
「
「
実
は
」
の
作
劇
法
」
(
上
・
下
)
(
『
文
学
』
昭
和
五
十
三
年
八
月
、
十
月
)

こ
の
ほ
か
「
源
平
盛
衰
記
』
は
、
『
禅
中
記
』
に
見
え
る
異
説
と
し
て
、
維
盛
が
熊
野
で
は
入
水
せ
ず
、
相
模
の
国
湯
の
下
で
入
滅
し
た
と
も

記
し
て
い
る
。

(
3
)
『
太
平
記
』
本
文
は
後
藤
丹
治
・
釜
田
喜
三
郎
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
(
一
)
(
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
五
年
)
に
よ
る
。

(
4
)
な
お
、
十
津
川
村
は
明
治
維
新
後
の
廃
仏
段
釈
運
動
に
よ
っ
て
村
内
の
全
て
の
寺
が
破
却
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
寺
も
現
存
し
な
い
。

(
5
)鈴
木
宗
朔
「
紀
州
に
お
け
る
近
世
の
維
盛
伝
説
」
(
『
軍
記
と
語
り
物
』
三
十
四
号
、
平
成
十
年
三
月
)

(
6
)
鈴
木
、
前
掲
註

(
5
)

(
7
)
こ
の
ほ
か
『
参
考
源
平
盛
衰
記
」
も
「
熊
野
人
口
碑
」
に
拠
る
と
し
て
、
「
小
松
弥
助
」
の
名
を
記
し
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平

記
』
(
前
掲
註
(
2
)
)に
指
摘
が
あ
る
。
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(
8
)森
田
み
ち
る
「
「
義
経
千
本
桜
」
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
に
指
摘
が
あ
る
。

(
9
)
真
田
増
誉
編
に
よ
る
伝
記
。
正
編
二
十
五
巻
、
続
編
十
五
巻
。
元
禄
年
間
の
編
か
。
「
諸
記
等
ニ
洩
ル
所
ノ
実
談
等
ノ
見
聞
」
を
集
め
た
と
い

う
。
(
朝
倉
治
彦
「
明
良
洪
範
」
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
)

(
叩
)
鈴
木
、
前
掲
註
(
5
)

(
日
)
堀
竹
忠
晃
「
『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容
|
|
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
「
伝
」
の
部
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
論
究
日
本
文
学
」
六
十
四
号
、

平
成
八
年
五
月
)

(
ロ
)
杉
本
圭
三
郎
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

(
日
)
以
下
、
『
秘
伝
抄
』
の
本
文
は
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
の
慶
安
三
年
板
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。

(
凶
)
角
田
一
郎
・
内
山
美
樹
子
校
注
『
竹
田
出
雲
/
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九
三
、
岩
波
書
店
、
平
成
三
年
)
に
よ
れ
ば
、

吉
野
の
釣
瓶
鮮
屋
か
ら
仙
洞
御
所
へ
の
献
上
が
、
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
に
復
活
し
た
の
を
受
け
て
の
改
変
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
(
四
七
九

ペ
ー
ジ
脚
注
)

(
日
)
前
掲
註
(
凶
)
、
四
七
八
ペ
ー
ジ
脚
注

(
凶
)
全
四
十
巻
。
大
運
院
陽
翁
編
、
元
和
八
年
(
一
六
二
二
)
奥
書
。
所
謂
「
太
平
記
読
み
」
と
称
さ
れ
る
講
釈
師
の
種
本
と
さ
れ
る
。

(
打
)
本
文
は
『
太
平
記
秘
伝
理
尽
抄
』
l
(
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
平
成
十
四
年
)
に
拠
っ
た
。

(
同
)
今
尾
哲
也
「
『
太
平
記
』
と
『
忠
臣
蔵
』
|
|
世
界
の
形
成
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
(
上
・
下
)
|
|
(
『
文
学
』
五
十
五
巻
四
号
、
九
号
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
、
九
月
)
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