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御
伽
草
子
か
ら
古
浄
瑠
璃

へ

「
こ
あ

つ
も

り
」

の
展
開

と

そ

の
背
景

佐

谷

眞

木

人

 
説
経
、
古
浄
瑠
璃
の

『こ
あ
つ
も
り
』
は
近
世
初
期
に
流
行
し
た
作
品

で
あ
る
。
内
容
は

『平
家
物
語
』
に
描
か
れ
る

「敦
盛
最
期
」
の
後
日
談

で
、
敦
盛

の
遺
児
が
捨
て
ら
れ
て
成
長
し
た
の
ち
母
と
再
会
し
、
更
に
父

の
亡
き
後
を
訪
ね
、
父
の
亡
霊
と
会
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品

に
つ
い
て
は
、
内
容
を
同
じ
く
す
る
お
伽
草
子
が
存
在
し
、
ま
た
古
浄
瑠

璃
正
本
と
し
て
も
広
く
巷
間
に
流
布
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
論
考

で
は
、
そ
れ
ら
の
本
文
を
比
較
検
討
す
る
と
と
も
に
、
幸
若
舞
曲

『敦
盛
』

と
の
関
係
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
本
文
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

 
ま
ず
、
古
浄
瑠
璃
の
伝
本
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①

正
保
二
年
刊
、
草
紙
屋
喜
右
衛
門
板

(古
浄
瑠
璃
正
本
集
第

一
、
十
九
)

②

刊
年
未
詳
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板

 
(説
経
正
本
集
第
三
、
四
十
四
)

③

寛
文
元
年
刊
、
板
元
未
詳
、
コ

切
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(古
浄
瑠
璃
正
本
集
第
三
、
五
十
八
)

 
現
在
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
本
文
は
以
上
、
三
種
で
あ
る
。
な
お
、
②

に
つ
い
て
は

『説
教
正
本
集
』
解
題
に
お
い
て
、
東
大
霞
亭
文
庫
本

(刊

年

未
詳

、

一
部
欠

)

の
復

刻

で
あ

る

こ
と
が
明

ら

か

に
さ

れ

て

い
る
。
他

に
享
保

二
十

一
年
板

も
あ

る

の
で
、

計

三
種

の
板

の
存

在

が
確

認

で
き
、

最

も
流

布
し

た
本
文

で
あ

る
。

ま

た
、
未

翻
刻

の
本
文

と

し

て

こ
の
他

に

貞

享

か
ら
元

禄
頃

の
刊
本

で

「
天
下

一
薩

摩
浄

雲
直
伝

」

の
刊

記
を

持

つ

本

(前

島
春

三
氏

旧
蔵
)

が
存

在

す
る

こ
と
が

報
告

さ
れ

て

い
る
が

、
現

在

の
所

在

は
確

認

で
き

な

い
。

水
谷

不
倒

氏

は
①

に

つ
い
て

「
蕾
刻

外
題

本

目
録

」

の
記
載

に
よ

り
、
藤

原
吉

次

の
正
本

と
し

て

い
る
。

 

こ
の
作
品

が
説
経

の
系

統

に
属

す
る

も

の
か
、
古
浄

瑠
璃

の
系

統

に
属

す
る

も

の
か
に

つ
い
て
は
、

こ
れ

ま

で
に
も
度

々
論

じ
ら

れ

て
き
た

。
前

記

の
薩
摩

浄

雲
や
藤

原
吉

次

と

い

っ
た
名
前

か
ら
判
断

す

れ
ば

、
古

浄
瑠

璃

と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う

し
、

ま

た
語
法

の
面

や
寺
社

縁
起

と

の
関

わ

り

か
ら
説

経

に
近

い
と
す

る
室
木

弥
太

郎
氏

の
考

え
方

も
あ

る
。

信
多

純

一

氏

は

「
説
経

と
古
浄

瑠
璃

と
、

一
方

だ

け

に
片

づ

け
な

い
で

よ

い
の
で

は

な

い
か
。

子
敦

盛

と

い
う

題

材

は
、

古

説

経

に
あ

っ
て
よ

い
曲

目

で

は

あ

る
が
、
そ

れ
を

早
く
古

浄
瑠

璃

で
も
取

り
入

れ

て
考

へ
れ
ば

よ

い
と
思

ふ
。
」

と
記

し

て

い
る
。
私

は

こ
の
考

え
方

に
基

本
的

に
は

同
意

し

て

い

る
が

、
そ
も

そ
も
薩

摩
浄

雲

や
藤
原

吉
次

と

い

っ
た
有

名

な
人
物

の
名
前

が
出

て
く

る
あ

た
り

に
注
意

が
必
要

な

の

で
は
な

い
か
。
伝

本

の
多

さ

か

一26一



ら

い

っ
て
も

、
こ
の
作

品

は
よ
ほ

ど
流
行

し
た
作

品
だ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

た

と
え

こ
れ
ら

の
太
夫

が
語

っ
た
と
す

る

の
が
後

世

の
仮

託

で
あ

っ
た

に

せ
よ
、

そ

こ
に
は

そ
れ
だ

け
古
浄

瑠
璃

と

し
て
古

く

か
ら
語

ら

れ

て

い
る

と
信

じ
ら

れ
る
根
拠

が
少

な
く

と
も
存

在

し
た

は
ず

な

の
で
あ

る
。

 

そ

こ
で
、

こ

の
作

品
が
本

来
説

経

か
古
浄

瑠
璃

か

と

い
う

問
題

は

ひ
と

ま
ず
棚

上
げ

し

て
、

こ
れ

ら

の
語

り
物

の

「
こ
あ

つ
も

り
」

を
古

浄
瑠

璃

系

と
呼

ぶ

こ
と

と
し
、
活
字

化

さ
れ

た
三
種

の
本

文

の
比
較

・
検

討

か
ら

始

め

て
み
た

い
。
本
作

品

の
前
半

部

が
幸
若

舞
曲

『敦
盛

』

に
拠

っ
て

い

る

こ
と
、
ま

た
、
後

半
部

に

つ
い
て
は

お
伽

草

子

『
こ
あ

つ
も

り
』

に
近

似

し

て

い
る
こ
と

は
既

に
室

木
弥

太
郎

氏

に
指
摘

が
あ

る
。

つ
ま
り
本

作

品

は
幸

若
舞
曲

と

お
伽

草

子

の
内

容

を

つ
な
ぎ
合

わ

せ
た
如

き
本

文

を
有

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
但

し
、
室

木
氏

は

お
伽
草

子

と
は

「
非
常

に
似

て

い
る
が
、
直
接

の
関

係

は
な

さ
そ
う

で
あ

る
」

と
述

べ
て
お
ら

れ

る
。

こ

の
点

に

つ
い
て

は
後

に
論

じ

る
。

そ
こ

で
ま
ず

、
幸

若
と

の
関
係

に

つ
い

て
確
認

し

て
お

き
た

い
。

 

前
記

の
三
種

の
本

の
前
半

部

は
全

て
、
幸

若
舞

曲

『
敦
盛

』

を
利

用
し

て

い
る
が
、

そ

の
う

ち
②

の
鱗

形
屋

板

で
は

一
・
二
段
目

に
相

当

す
る
。

一
方
、
①

の
正
保

二
年
板

は

二
段
目

の
途
中

ま

で
が

幸
若
相

当

部
分

で
、

章

段

の
区
切

り
方

が
不
自

然

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
鱗

形
屋
板

に
あ

る
熊
谷

直

実

の
高
野

へ
の
道

行

の
部
分

が
省

略

さ
れ

た
結

果

、

二
段

目

が
短

く

な

り
す
ぎ

る

こ
と

に
配

慮

し
た
結

果

で
あ

ろ
う
。

な

お
、
③

の

一
切
記

も
同

様

に
道

行
文

を
欠

い
て

い
る

が
、

三
段
目

を
北

の
方

の
消
息

か
ら
語

り

は

じ

め
る
点

は
鱗

形
屋

板
と

一
致

し
て

い
る
。
幸

若
と

の
関

係

に
お

い
て
は
、

鱗

形
屋
板

が
最

も
よ

く
幸
若

の
原

型
を
留

め

て

い
る
と

い
え

よ
う

。

 

次

に
、
各

正
本

間

の
本
文

の
異
動

に

つ
い
て
検
討

し

て

み
た

い
。
ま
ず

、

正
保

二
年
板

と

一
切
記

に
は
共
通

し

て

い
る
点

が
多

く

見
ら

れ

る
。

三
段

目

に
お

い
て
北

の
方

が
捨

て
た
若

君

の
許

へ
三
十

日
間

通

っ
た

と
す

る
点

や
、

六
段
目

(
一
切
記

は

五
段
目

)

に

お

い
て

「
な

に
な
げ

く

い
く

た

こ

や

の

〉
く

さ
ま
く

ら
 

つ
ゆ

と
き

へ
に
し

わ
れ

な
う

ら

み
そ
」

と

い
う
敦

盛

の
和

歌
と
、
そ

れ
に
対

す
る

「
い
に
し

へ
の
こ
ひ
し

き
人

は
た

へ
は
て

〉

 

け

ふ

み

つ
く
き

の
あ
と

を
見

る

か
な
」

と

い
う

北

の
方

の
返

歌

が
記
さ

れ

て

い
る
点

も
同

じ
で
あ

る

(鱗

形

屋
板

に

は
こ
れ

ら

の
和

歌

は

な

い
)
。

 

一
切

記

は
本

文

の
改
変

や
増
補

の
度

合

い
が
他

の
本

に
く
ら

べ
て
大
き

く
、

三
本

の
う

ち
で

は
最

も
後

出

の
本

文

で
あ

る

と
推
定

さ

れ

る
。

『古

浄

瑠

璃

正
本
集

』
第

三

解

題

に

お

い
て
横
山

氏

は
、

コ

切

記

は
正
保

二

年

板

「
こ
あ

つ
も

り
」

に
よ

っ
て

ゐ
る
」

と
記

し

て

い
る
。

本

文

を
比
較

し

て
み
る

と
確

か
に

一
切

記

は
正
保

二
年
板

と
近

似

す

る
表

現

が
多

い
の

で
あ

る
が
、

部
分
的

に
は
鱗
形

屋
板

に
近

い
箇

所
も

散
見

す

る
。

以
下

に

具
体
的

に
見

て
み
た

い
。

 
月

日

に
関

も
り

す
は

ら
ね
ば

、
な

〉
月

は

は
や
過

て
、

九

月

の
わ

づ
ら

い
、
あ

た

る
十

月

と
申

に
は
、

御

さ
ん

の
ひ

ほ
を

と
き

給

ふ
。

取
上
見

れ
ば

、
玉

の
や

う
成
、

若
君

也
。

み
だ

い
此

わ

か
を

御
ら

ん

じ

て
、
「
く

は
ほ
う

す

く

な

き
、
此

若

や
。

つ
ま

の
あ

つ
も

り
、

う

き
世

に
ま

し
ま
さ
ば

、

い
か
ば

か
悦

び
給

ふ

べ
き

に
、

母
ば

か

り
を

便

に
て
、
生

れ
き

て

は
有

け

る
ぞ
、

な

ど
た

い
な

い

に

て
、

ゆ
共
水

と
も
成

な

ら
ば
、

か
程

に
物

は
思

は
し
物

、
あ

〉
も

の
う

や
」

と
、

こ

へ
も

お
し
ま
ず

な
き

給

ふ
。

 

お

つ
る
泪

の
ひ
ま

よ
り

も
、
く

ど

き
ご

と

こ
そ

、
あ

は
れ
な

れ
。

「此

若
を

い
か
成

い
わ
き

の
、

か
げ

に
て

も
、
そ

だ

て

〉
、

つ
ま

の

一27一



か
た

み

に
、
見

た
け

れ
と

、
當

代

と
申

す
る

は
、

源
氏

は

さ
か

ふ
る
、

御

代

な

れ
ば

、
平

け

と
だ

に
き

け
ば

、
お
と
な

し
き
を

ば
腹

き
ら

せ
、

お
さ

な
き

を
ば

さ
し

こ

ろ
し
、

た

い
な

い
ま

で
さ
が

す
よ
し

を
聞

ぬ

れ
ば
、

う

き
も

の

〉
ふ

の
、

手

に

か
け

て
、

ふ
た

〉
び

、
う

き
め

を

見

ん

よ
り

も
、
い
か
成

し

つ

の
山
が

に
も

、
す

て
ば
や

」
と
思

い
召
、

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(鱗

形

屋
板

三
段

目

)

 

ひ
か
す

を

〉
く

ら

せ
た

ま

ひ
し

か
、
あ

た

る
と
月

と
申

に
は
、

こ

さ
ん

の
ひ
ほ
を

と

か
せ
た

ま

ふ
。
た
ま

の
や
う

な

る
わ

か
き
み
な

り
。

ひ

め
き

み
此

よ

し
御

ら
ん

し

て
、

「
あ

つ
も
り
、

う

き

よ

に
ま
し

ま

さ
は
、

さ

こ
そ
う

れ

し
く

お

ほ
し

め
さ

ん

に
、

む
な

し
く

な
ら

せ
た

ま

ひ
て
、

い
ま

は
は

や
、

へ
い
け

に

一
そ
く
た

る

へ
き
身

は
、

お
と

な
し

き
は

く
ひ
を

き

り
、

い
と

け
な

き

は
み

つ
に

い
れ
、

た

い
な

い

ま
て

も
さ

か
し

た
し
、

こ
ろ
す

よ

し
を

き
く
時

は
、

な
と

た

い
な

い

に
て
、

ゆ

と
も

み

つ
と
も
、

な

る
な

ら

は
、

か
ほ
と

に
物

は
お
も

は

し
」

と
、

き

へ
い
る

や
う

に
そ

な
け

か
れ

け

る
。

ふ

た

〉
ひ
う
き

め

を

見

ん
よ
り

も
、

す

て
は

や
と

思
召
、
 

 

(正
保

二
年

板

二
段

目

)

 

月
日

せ
き

も
り

す

ゑ
さ

れ
は
、

御
身

い
た
は

り
、
打

な
や

ま
れ

し

か
、

つ
い
に
若
君

を
、

も

う
け
給

ふ
。

御

子
取
上

け

み
た

ま

へ
は
、

誠

に
事

も
な

〉
め

に
、

い

つ
く

し

き

し

や
う

し
ん
也

。

「
籾
も

く

く
わ

ほ
う
な

の
此

君

や
。
父

あ

つ
も

り

の
、
う

き
世

に
ま
し

ま
さ

は
、

さ
こ

そ
よ

ろ
こ

ひ
た

ま
ふ

ら
め

、
人

こ

と

に
、

い
よ

や
う

か

つ
が

う

有

へ
き

に
、
む

か
し

に
か

は
れ

る
よ

の
有

さ
ま
、
誠

に
あ
さ

ま
し

き
、

母

一
人
た

よ
り

と
し
、

む

ま
れ

出

て
は
、

有

け
る
そ

や
、

な
と

た
ひ

な

ひ

に
て
、

ゆ
と

も

み

つ
き
も
、

成

な
ら

は
、
今

の
思

ひ

は
、

よ

も

あ

ら
し

、
あ

さ
ま

し

さ
よ
」

と
、

な

き
給

ふ
。

 

お

つ
る
泪

の

ひ
ま

よ

り
も
、

「
よ
し

く

此
上

は
、

い
か
成

い
わ

木

の

か
げ

に
て
も

、

そ
た

て
上
、

つ
ま

の
か
た

み
に
、

み
た
け

れ

と

も
、

今

は
け

ん
し

の
よ

と
也

て
、
平
家

の
、

す

へ
く

た

る

べ
き
身

は
、
た

ひ
な

い
迄

も
さ

か
さ

れ
、
お
と
な
し

き

お
は
、

さ
し

こ

ろ
し
、

今

だ
や

う
し

や
う
成

を

、

か
も
と

か

つ
ら

の

お
ち
合
な

る
、

い
な
せ

か
ふ
ち

ゑ
、

ふ
し

す
け

に
す

る
と
聞

、
又

も
や
う

き

め
を
、

み

ん
よ

り

も
、

す

て
は
や

」
な

ぞ
と
思

召
、
 

 

 

 

(
一
切

記

三
段
目

)

 

右

の
引

用
箇

所

は
、

敦
盛

の
北

の
方
が

、
若

君
を
出

産
す

る
場

面

で
あ

る
。
三
種

の
本

文

は
表

現
が
近

似

し

て

い
る
も

の

の
、

正
保

二
年

板

は
明

ら

か

に
省

筆

の
度
合

い
が
高

く
、
他

の
二
本
が

二
箇
所

に
わ
け

て
表

現
し

て

い
る
北

の
方

の
言

葉

が

一
か
所

に
強
引

に
纏

め
ら

れ
て

い
る
。

そ

の
た

め
、

「
い
か
な

る
岩

木

の
陰

に

て
も
育

て
上
げ
、

夫

の
形
見

に
見
ば

や
」

と

い

っ
た
表

現
が
削

除

さ
れ

て

い
て
、
情
感

が
損

な

わ
れ

て

い
る
印
象

を

受

け
る
。

こ
こ

で
は
明

ら

か
に
、

一
切
記

は
鱗
形

屋
板

の
ご

と
き

本
文

に

拠

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
。

ま
た
、

加
茂
社

に
参

籠
し

た
若

君

に
明
神

が

示

現

す

る
場

面

で
は
、

鱗

形

屋
板

と

一
切

記

が
共

に

「
お

き
な

と

現

じ

た

ま

ひ
」

と

し

て

い
る
の

に
対

し

て
、
正

保

二
年

板

は

「
老

僧

と
身

を
変

じ

」
、

か
せ
杖

を

つ
い
て
現

れ
て

い
る
。

 

こ
れ

ら

の
例

か
ら
も

明
ら

か
な

よ
う

に
、

一
切

記

の
依
拠

本
文

は
現

存

す

る
正
保

二
年

板
、

鱗

形
屋
板

の

い
ず

れ
と
も
言

え
ず

、
そ

れ
ら

と

は
異

な

る
、

よ
り
古

態

の
本
文

を

元

に
し

て

い
る
可
能

性
が
考

え

ら

れ
る
。

更

に
、

一
切
記

は
他

の
本

に
は
見
ら

れ
な

い
独
自

の
増
補

・
改

変

を
行

っ
て

い
る
。
例

え
ば

、

一
段

目

で
は
、

一
の
谷
合

戦

の
場
面

を
幸

若

で
は

な
く

『平

家
物

語
』

巻
九

「敦

盛
最

期
」

に
拠

っ
て

い
る
。

ま
た

、

二
段
目

に
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は
、
同

じ

く

『平

家
物

語

』
巻

九

「
知

章

最
期

」

「
浜
軍

」

か
ら

の
増

補

が

見

ら

れ

る
。

(
こ
れ
は

本
筋

と
は
関

わ
ら

な

い
話

で
あ

る
)

ま
た
、

三

段

目

に

は
、
熊

谷
直
実

の
元

に
押

し

入

っ
た
強
盗

が
、
直

実

の
身
体

か
ら

出

る
息

が
金

色

で
あ

る

こ
と

に
驚

き
、

仏
道

に
帰

依
す

る
と

い
う
説

話

を

載

せ

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
説

話

が
増
補

さ

れ
た
結

果
、
他

の
本

に
比
し

て

分

量

が
多

く
な

っ
て

い
る
。

更

に
、
興

味
深

い
の
は

二
段

目
末

部

に

お

い

て
、
熊

谷

が

「
み

か
け

の
さ

と
人
」

に
敦
盛

の

「
せ

き
た
う

を
切

ら

せ
、

び

や

う
所

に
す

へ
お
き
、

く
わ

こ

せ
う
り

や
う

と
ん

し
や
う

ぼ

た

い
と
、

ゑ

か
う

せ
り
」

と

い
う
記
述

を
載

せ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
石
塔

は

須
磨
海

岸

に
今

日
も
残

さ
れ

て

い
る
。

室

町
時
代

末
期

の

『
須
磨

寺
参

詣

曼

陀

羅
』

に
既

に
そ

の
姿

が
見

え

る
が

、

「
こ
あ

つ
も
り
」

系

統

の
作

品

に
敦
盛

の
石
塔

の
こ
と
が

記
さ

れ

て

い
る

の
は

こ

の
作

品
が

最
初

で
あ

ろ

う
。

こ

の
よ
う

な
実

在

の
名

所

を
取

り
込

む
形

で
作

品
が
膨

ら

ん
で

い
く

の
で
あ

る
。

 

そ
れ

で
は
、

正
保

二
年
板

と
鱗
形

屋
板

の
い
ず

れ

が
よ

り
古
態

を
留

め

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

に

つ
い
て
、
信

田
純

一
氏

は

「
両

者

は
兄

弟

の
や

う
な
関

係

に
あ

る

の
で
は

な

い
か
。

す
な

は
ち
、

こ

の
両
本

よ
り

前

に
、
古

い
語

り
物

が
あ

っ
て
、
そ

れ
を

そ
れ

ぞ
れ

の
立
場

で
、

省
略

し
、

按

配

し
た

本
文

の
系

統

に
立

つ
て
ゐ

る

と
考

へ
る

の

で
あ

る
。
」

と
述

べ

て
お
ら

れ
る
。

そ
し

て
熊

谷

の
高
野

へ
の
道
行

を
正

保
板

が
欠

い
て

い
る

こ
と
や
、

愁
嘆

の
場

の
文

章

の
詳

し
さ
な

ど

か
ら
、

鱗
形

屋
板

の
本

文

に

よ

り
古

い
語

り
物

の
姿

が
残

さ
れ

て

い
る
と
指
摘

し

て

お
ら
れ

る
。

 

こ

の
信
田
氏

の
指

摘

は
基
本

的

に
は
首

肯

し
う

る
も

の
で
あ

る
が

、
注

意

を

し
て

お
く
必
要

が

あ

る

の
は
、

こ
れ
ら

二
本

が
共

に

か
な

り
下

っ
た

本

文

で
あ
り
、

前
記

の

一
切

記
を
含

む
共

通

の

(単

一
の
)
親

本

を
認
定

す

る

の
は
か
な

り
困

難

で
あ

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。
例

え

ば
、

一
切

記

も
正

保
板

同
様

、
熊

谷

の
高

野

へ
の
道

行

を
欠

く

が
、

三
段

目

の
冒
頭

は

鱗

形
屋

板

と

一
致

す

る
の
で
、

こ
の
本

が

正
保
板

を
直
接

の
典
拠

と

し

て

い
な

い
こ

と
は
既

に
述

べ
た

と
お

り
で
あ

る
。

一
切
記

は

お
お

よ
そ

の
と

こ
ろ
、

省
略

の
多

い
正
保

二
年

板

に
近
く

、

か

つ
部
分

的

に
は
正

保

二
年

板
程

に
は
省
略

さ

れ

て

い
な

い
鱗
形

屋
板

に
近
似

す

る
箇

所

も
あ

る

の

で

あ

る
。

一
切

記
と

正
保

二
年
板

と

の
共
通

の
祖
本

を
推
定

す

る

の

は
比

較

的

容
易

で
あ

る
が

、
そ

の
場
合

に
は
今
度

は
逆

に
推
定

し

た
祖
本

と
鱗

形

屋

板

と
の
距
離

が

大
き
く

開

い
て

し
ま
う

。

つ
ま
り
我

々
が

手

に
し

て

い

る
正
本

は
お
そ
ら
く

幾
度
も

の
改
変

を
加

え
ら

れ
た
後

の
結

果
で
あ

っ
て
、

そ

の
背

後

に
は
失

わ
れ

た
何
種

類

も

の
正

本
が
存

在

し
た

と
推
定

さ

れ
る

の

で
あ

る
。二

 

 

次

に
、
古

浄
瑠

璃
系

正
本

類
と

お
伽
草

子

の
関
係

に

つ
い
て
、
検

討
し

て

み
た

い
。

お
よ
そ
以

下

の
よ
う

な
推
測

が
成

り
立

つ
。
説

教

・
古
浄

瑠

璃

の

「
こ
あ

つ
も
り
」

は
、

一
、

二
段

目

に
幸

若
舞

曲

『敦

盛

』
相

当
部

分

が

あ
り
、

三
段

目

以
降

が

都

に
残

さ
れ
た
北

の
方

の
そ

の
後

を
語

る
内

容

で
あ

る
。

し

か
し
、

室
町

期

に
既

に
お
伽

草
子

の

『
子
敦

盛

絵
巻

』

が

存

在

し
、

ま
た
能

『生

田
敦

盛
』

が
存
在

す

る

こ
と
か
ら
考

え
て

も
、

こ

の
作

品
が
本

来
、

幸

若

『敦

盛
』

を
増
補

す

る
形

で
成
立

し

た
も

の
と

は

考

え

に
く

い
。

恐
ら

く

こ
れ
は
古
浄

瑠
璃

の
常

套
手

段

と
し

て
、
幸

若
成

立
後

に
そ

の
本

文
を
利

用

し
た
も

の
で
あ

る
。

と

す
る

と
、
次

に
問

題

に

な

る

の
は
、

三
段
目

以
降

の

お
伽

草

子
相
当

部
分

が
元

来
、

独
立

し

た
作

品

と
し

て
存
在

し

た

の
か
ど
う

か
と

い
う
点

で
あ

る
。
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お
伽
草
子
に
は
大
き
く
分
け
て
、
古
絵
巻
系
統

(以
下

「絵
巻
」
と
略

称
)
と
渋
川
板
系
統

(以
下

「御
伽
文
庫
本
」
と
略
称
)
の
二
種
の
伝
本

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
違

い
は
、
絵
巻
が
熊
谷
直
実
と

平
敦
盛
の
組
み
打
ち
か
ら
筆
を
起
こ
す
の
に
対
し
て
、
御
伽
文
庫
本
は
敦

盛
の
北
の
方
の
消
息
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
御
伽
文
庫
本
の
本
文
は
、
冒
頭
部
が
説
経
、
古
浄
瑠
璃
の
三
段
目

冒
頭
と

一
致
す
る
形
に
な
る
。
以
下
に
御
伽
文
庫
本
と
鱗
形
屋
板
三
段
目

冒
頭
を
比
較
し
て
み
た
い
。

 
掬

も
敦

盛

の
北

の
御
方

は
、

都

西
山

の
傍

に
深

く

忍
び
給

ひ
け
る

が
、

敦
盛

の
討

た

れ
さ

せ
給

ひ

ぬ
る
と

き
こ
し

め
し
、

夢

か
現

か

こ

は

い
か
成

こ
と
そ

と
、

ふ
し
沈

み
泣
き
給

ふ
。 

 

(御

伽
文
庫

本

)

 

そ

の
の
ち
、

そ

の
比

あ

は
れ
を

と

ゴ
め
し

は
、

お

む
ろ

の
御
所

に

お
は
し

ま
す
、

あ

つ
も

り

の
み
だ

い
所

に
て
、

し
よ

じ

の
あ
は

れ
を

と

ゴ
め

た
り
。

つ
ま

の
あ

つ
も
り
、

さ

い
こ
く

に

て
、

う

た
れ
給

ふ

と
聞

し
召

、

天

に
あ

こ
が
れ
、

地

に
ふ

し
て
、

も
だ

へ
こ
が
れ

て
、

な
げ

き

か
な

し

み
給

ひ
け

る
。
 

 

 

 

 

 

 

 

(鱗
形

屋
板

)

 

表
現

は

か
な
り

異
な

る
が

、
共

に
敦
盛

の
討

ち
死

に

の
報

に
接

し

た
北

の
方
が
、

嘆

き
悲

し

む
こ
と

か
ら
筆

を
起

こ
し
て

い
る
点

は
共

通
す

る
と

い

っ
て
よ

い
。

古
浄

瑠
璃

系
本

文

の
場
合

は
、

既

に

一

・
二
段

目

に
お

い

て
敦
盛

と
北

の
方

の
出
会

い
が
語

ら

れ
て

い
る

の
で
、

こ
の
語

り
だ

し
は

不

自
然

で
は

な

い
が
、
御

伽

文
庫
本

の
場
合

は
冒
頭

に
当

た

る
の

で
、

右

の
書

き
出

し

は

い
か

に
も
唐
突

な

印
象

を
受

け
る
。

こ

の
書

き

出
し

に

つ

い
て
松
本

隆
信

氏

は

「絵

巻

に
あ

る

一
の
谷
合

戦

の
条

を

省
略

し
た

た
め

で
は

な

い
か
と

思
わ

れ
る
」

と
推
定

し

て
お
ら

れ
る
が

、
問

題

は
な
ぜ

そ

の
よ
う

な
省

略

が
起

き
た

の
か

と

い
う

こ
と

で
あ
ろ
う

。

 

も

と
も

と
、
古

浄
瑠

璃
作

者

は
、

幸
若
舞

曲

や
平
家

物
語

を
利

用

し

て

作

品

を
作

る
傾
向

が
強

い
。

そ

の
場

合
、

元
来
別

の
作

品

と
し

て
存
在

し

た
も

の
を
強

引

に

つ
な
ぎ
合

わ

せ
る

の
は
よ
く

み
ら

れ
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

「
こ
あ

つ
も
り
」

に
お

い
て
も
、
元

々
絵
巻

に
あ

っ
た

一
の
谷
合

戦

の
部
分

を
、

幸

若

に
よ

っ
て
置

き
換

え

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。
例

え
ば

、

お
伽
草

子

は
敦
盛

が
北

の
方

に
形

見
と

し
て
十

一
面
観

音

と
紫
壇

の
柄

の

刀
を
残

し

て

い
る
。

と

こ
ろ
が

こ
の
よ
う

な
記
述

は
幸

若

に
は

な

い
。

そ

こ
で
幸

若

か
ら

の
引
用

部
分

に
こ
の
形
見

を
残

す

こ
と
を
挿

入

し

て

い
る

の
で

あ
る
。

 

そ

こ

で
以
下

に

お
伽

草

子
と
古
浄

瑠
璃
系

の
本

文

を
比
較

検
討

し

て

み

た

い
。

 

ま
ず

、
若

君

が
加
茂

社

に
参
籠

す
る
場

面
を

見

て
み
る

と
、

 
満
ず

る
暁
、
年

の
齢

八
十
ば

か
り

の
老
僧

、

か
せ
杖

に
す
が

り
、

か

の
児

の
枕

上

に
立

ち
仰

せ
有

り
け

る

は
、

「
あ

は
れ

や
汝

、

い
ま

だ
見

ぬ
父

を

か
ほ
ど

に
思

ひ
け
る

か
。

こ
れ
よ

り
末
、

津

の
国

昆
陽

野
生

田
と

尋
ね

よ
」

と
御
夢
想

あ

り
け
り

。 

 

 

(御

伽
文

庫

本
)

 
七

日

の
ま
ん

す
る

あ
か

つ
き

か
た

に
、

み
や

う
し

ん

は
、
ら

う

そ

う
と

み
を

へ
ん

し
、

か
う

の
こ

ろ
も

に
か
う

の
け
さ
、

か
せ

つ
え

に

す

か
り

つ
き
、

ま
く

ら

か

み

に
た
ち

よ

り

て
、

「
い
か

に
や
申

さ

ん

こ
れ

な

る
わ

か
、

と

し

に
も
た
ら

ぬ
、
し

よ
く

わ
ん

に

て
、

い
ま

た

み

ぬ
ち

ぢ
を
、

こ

ひ
し
ゆ

か
し
と

お
も

ひ

つ

〉
 

是

ま

て
来

る
事
、

け

に
も
あ

は
れ

と

お
も
ふ

な
り
、

な
ん

ち
こ

れ
よ
り
、

つ
の
く

に

い
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く
た
こ
や
の
へ
ゆ
け
や
」
と
て
、
か
き
け
す
様
に
う
せ
た
ま
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(正
保
二
年
板
)

 
七
日
の
満
ず
る
夜
半
ば
か
り
に
、
枕
上
に
立
ち
添
ひ
、
御
夢
想
あ

る
こ
そ
あ
ら
た
な
れ
。
「そ
れ
世
の
中
の
人
の
子
は
、
生
き
て
あ
る

親
を
さ
へ
、
深
く
思
ふ
は
稀
な
る
ぞ
か
し
。
ま
し
て
見
ず
知
ら
ぬ
父

御
の
行
方
を
、
か
く
命
に
か
け
て
祈
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と

て
、

一
首
の
歌
を
ぞ
あ
そ
ば
し
け
る
。

 
過
ぎ
去
り
し
そ
の
た
ら
ち
ね
の
恋
し
く
は
 
昆
陽
野
生
田
の
小
野

 
の
露
霜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(絵
巻
)

 
右
の
引
用
部
で
は
、
御
伽
文
庫
本
と
正
保
二
年
板
の
本
文
は
共
に
か
せ

杖
を
つ
い
た
老
僧
が
現
れ
て
お
告
げ
が
あ
る
な
ど
そ
の
近
似
は
歴
然
と
し

て
い
る
。

一
方
、
絵
巻
は
、
お
告
げ
の
内
容
が
和
歌
で
示
さ
れ
る
な
ど
、

独
自
の
本
文
を
有
す
る
。
い
ず
れ
が
よ
り
古
態
を
留
め
る
か
に
つ
い
て
は
、

に
わ
か
に
は
決
し
難
い
が
、
前
二
者
が
語
り
物
の
類
型
的
表
現
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
御
伽
文
庫
本
は
語
り
に
近
い
本
文
と
言

え
よ
う
。

 
次
に
敦
盛
の
亡
霊
が
若
君
の
衣
の
袖
に
書
い
た
和
歌
を
比
較
し
て
み
た

い
。

な
に
な
け
く
い
く
た
こ
や
の
〉
く
さ
ま
く
ら
 
つ
ゆ
と
き

へ
に
し
わ

れ
な
う
ら
み
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(正
保
二
年
板
)

何
な
げ
く
こ
や
の
い
く
た
の
草
枕
 
露
と
き
え
に
し
わ
れ
な
お
も
ふ

そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(御
伽
文
庫
本
)

恋
ひ
恋
ひ
て
ま
れ
に
逢
ふ
夜
も
夢
な
れ
や
 
現
に
帰
る
身
に
し
あ
ら

ね
ば

(絵

巻

)

 

こ
こ

で
も
明

ら

か

に
前

二
者

が
近

似
し

て
い
る
。

五
句

を
除

け
ば
同

じ

歌

と
言

っ
て
よ

い
。
そ

れ

に
対

し

て
絵

巻

の
和
歌

は
全
く

異

な

っ
て
い
る
。

ま
た

こ
の
他

に
も
絵

巻

に
は
和

歌

が
四
首

含

ま
れ

て

い
る
が
、

そ
れ

ら
は

御
伽

文
庫

本

に
は
見

え

な

い
。
ま
た

、
御
伽

文
庫

本

に
は

「
流
涕

こ
が

れ
」

と

い
う
表

現
が

全
体

で
五
箇
所

使

用
さ

れ

て

い
る
。
古

浄
瑠

璃

で
も
正

保

板

で
は
全

体

で
四
箇

所
使

わ

れ
て

い
る
。

こ
れ
は
室
木

弥
太

郎
氏

の
指

摘

に
あ
る

よ
う

に
、

と
り

わ
け
語

り
物

に
多

い
表

現

で
あ
る
。

と

こ

ろ
が
、

こ
の
表

現
は
絵

巻

に
は
見

え

な

い
。

こ
れ
ら

の
箇
所

は
御
伽

文
庫

本

と
古

浄
瑠

璃

の
関
係

の
緊
密

さ
を
表

し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

 

一
方
、

御
伽

文
庫

本

と
絵
巻

の
み
表
現

が

一
致
す

る
箇
所

は
当

然

の

こ

と
な
が

ら

、
多

く

あ

る
。

例

え
ば
、

敦

盛

の
北

の
方

に

つ

い
て
は
、

「
少

納
言

入
道

信

西

の
御

孫
、

洞
院

の
御

娘
、

弁

の
宰
相

」

(絵

巻

)
「
大

し
や

う

の
入
道

、

し
ん
ぜ

い
の
た

め

に
は
孫

の
局

の
妹
、

な
ら

の
な

い
で
ん
」

(御

伽
文

庫
本

)

と
す

る
。

こ
れ

ら
は
本

来

同

一
の
表
現

と
考

え
ら

れ
、

恐

ら
く

は
平
家

物

語

に
登
場

す

る
阿
波

の
内

侍

(弁

の
内

侍

と
も
)

を
指

す
も

の
で
あ

ろ
う
。

御
伽

文
庫

本

「
な

い
で
ん
」

は

「
内
侍

」

の
誤
読

と

推

定
さ

れ

る
。

こ
の
他

に
も

、
法

然
上

人
が

若
君

を
拾
う

場
面

で

は
、
以

下

の
よ

う
な
表

現

が
見

え

る
。

 

上
人

こ
れ
を
御

覧
じ

て
、

「
衣

に
包

み
刀
を

添

へ
て
捨

て
た

る
は
、

い
か

さ
ま
た

だ
人

と

は
お

ぼ
え
ず
。

助

け
よ

と

の
こ
と

に
て
ぞ

あ

る

ら
ん
。

ま

た
は
賀

茂

の
明
神

の
御

利
生

に
も
や
」

と

て
、

取

り
上
げ

下

向

あ
り

て
、
乳

母

を
添

へ
て

ぞ
育

て
給

ひ
け
る
。
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(小
敦
盛
絵
巻
)

 
法
然
上
人
御
覧
じ
て
、
「不
思
議
や
刀
を
添
へ
、
衣
に
ま
き
て
捨

て
け
る
や
う
は
、
た
〉
人
に
て
は
有
べ
か
ら
ず
、
い
か
様
こ
れ
は
賀

茂

の
大
明
神
の
、
御
利
生
也
」
と
喜
び
て
、
拾
い
給
ひ
御
下
向
あ
り

て
、
め
の
と
を
添
へ
、
い
つ
き
か
し
づ
き
育
て
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(御
伽
文
庫
本
)

 
右
の
二
本
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同

一
の
本
文
を
有
す
る
と

い
っ
て
よ

い
。
古
浄
瑠
璃
系
の
本
文
で
は
こ
の
箇
所
は
、
法
然
は

「平
家

の
討
ち
も
ら
さ
れ
の
子
」
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
哀
れ
に
思
い
、
拾
う
と

い
う
記
述

に
な
っ
て
お
り
、
「賀
茂
の
明
神
の
御
利
生
」
と
い
う
表
現
は

な
い
。
こ
の
表
現
は
作
品
の
成
立
に
か
か
わ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
古
浄
瑠
璃
系
本
文
は
後
出
性
が
強
い
。

 
こ
れ
ら
の
点
か
ら
判
断
し
て
、
御
伽
文
庫
本
は
、
絵
巻
と
古
浄
瑠
璃
の

中
間
的
な
本
文
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
三
系
統
の
本
文
の
生
成

に
は
幾

つ
か
の
過
程
を
考
え
う
る
。
①
御
伽
文
庫
本
は
絵
巻
か
ら
古
浄
瑠

璃

へ
の
過
渡
的
本
文
で
あ
る
。
②
御
伽
文
庫
本
は
、
古
浄
瑠
璃
の
祖
形
と

絵
巻
の
両
方
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
本
文
で
あ
る
。
③
御
伽
文
庫
本

を
祖
形
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
絵
巻
と
古
浄
瑠
璃
が
派
生
し
た
。
④
現
存
す

る
古
浄
瑠
璃
の
元
に
な
っ
た
正
本
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
御
伽
文
庫
本
を
経

て
絵
巻
の
本
文
が
成
立
し
た
。
以
上
四
通
り
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

 
ま
ず
絵
巻
が
独
自
の
内
容
を
持
つ
、

一
の
谷
合
戦
の
描
写
部
分
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。
熊
谷
が
敦
盛
を
討

つ
場
面
で
あ
る
。
平
家
物
語
を

典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
系
統
の
本
文
を
利
用

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
現
存
す
る
平
家
物
語
の
諸
本

に
は
、

絵
巻

と
内

容
が

一
致

す
る

も

の
は
な

い
。
例

え
ば
、

敦

盛

は
遺
品

と
し

て
笛

と
直
垂

、
及
び

巻
物

を
残

し

て

い
る
。
し

か

し
、
平

家
物

語

は

直
垂

に

つ
い
て
言

及
し

な

い
。

そ

の
中

で
最

も
近

い
の
は
、
笛

と
巻

物

を

遺

品

と
す

る
四
部

合
戦
状

本

で
あ

ろ
う
。

四
部

本

と
は
、
他

に
も
敦

盛

が

討

た
れ

る
前

に
名

乗

っ
て

い
る
点

や
、
熊

谷

に
念

仏

を
勧

め

ら
れ

て
、
十

返
唱

え
た

の
ち

に
斬
首

さ
れ

て

い
る
点

な
ど

が

一
致

す

る
。
絵

巻

は

四
部

本

に
近

い
平

家
物

語

の
本

文

を
利

用
し

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

古
浄

瑠
璃

な

ど

の
語

り
物

が
平
家
物

語

を
利

用
す

る
場
合

、

一
般

に
語

り
本
系

の
本

文

を
利

用

す

る
の

に
対

し

て
、
絵
巻

の
本

文

の
成
立

は

よ
り
古

い
と

い
う

印
象

を
受

け

る
。

松
本
隆

信
氏

は
本

文

の
乱

れ

か
ら
、
絵
巻

が
御
伽

文
庫

本

に
先
行

す

る
と
推
定

さ
れ

た
が

、
そ

の
よ

う
な
点

を
合

わ

せ

て
考

慮

す

る

と
、
絵
巻

系

の
本
文

が
三
系

統

の
中

で
は
最

も
古

態

を
留

め
る

と

い
う

の
が
現
存
本

文

を
比
較

す

る
限
り

、
妥
当

な
判

断

で
あ

ろ
う
。

従

っ
て
本

文

の
成

立

は
右

の
①

又
は
②

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

 

こ

の
こ
と

は
、

御
伽

文
庫
本

と
古

浄
瑠

璃

の
内
容

が

一
致

す
る

場
面

に

お

い
て
も

言
え

そ
う

で
あ

る
。

こ
れ
ら

二
系
統

で
は
、
結
末

部

近

く

で
若

君

が
父
敦
盛

の
亡
霊

と
対
面

し
た
前

後

の
北

の
方

に
関

す
る
記

述

が
多

く

な

っ
て

い
る
。

ま
ず

、
若

君

は
父

に
向

か

っ
て
、

「
父

は

こ
れ

よ

り
都

へ

御
上

り
あ

り

て
、
自

ら
が
母

に
今

一
度

見
え

さ

せ
給

へ
」

(御

伽
文

庫
本

)

「
ち

〉
は
み
や

こ

へ
の
ほ

ら
せ

た
ま

ひ
て
、

は

〉
う

へ
様

に
、

た

い
め
ん

あ

れ
」

(正

保

二
年
板

)

と
母

と

の
再

会

を
求

め
て

い
る
。

ま
た
、

若

君

が
都

に
帰

っ
た
後
も

、
敦
盛

が
書

い
た
和
歌

を
見

て
、

母
北

の
方

が
嘆

く

場

面
が
描

か

れ

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
表

現

は
絵
巻

に
は
見
ら

れ
な

い
も

の

で
あ

る
。

 

こ

の

「
こ
あ

つ
も

り
」
説

話

は
も

と
も

と
母

子
再
会

讃
を

も

と

に
成

立
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し
た

も

の
で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と
は

以
前
既

に
論

じ

た

こ
と
が

あ

り
、

こ

こ

で
は
繰

り
返

さ

な

い
。

ま
た
美

濃
部

重
克

氏

は
賀

茂

社

に
伝

わ

る
父
子

再
会

説
話

の
影

響
を
指

摘

し
て

い
る
。

つ
ま

り
、

こ

の
作
品

の
主

題

は
母

と
子
、

父
と

子
と

い

っ
た
親

子

の
関
係

に
あ

り
、

敦
盛

と
北

の
方

の
夫

婦

の
関
係

を
重
視

す

る
こ
れ

ら

の
表

現

は
後

か
ら
付

け
加

え

ら
れ

た
可
能

性

が

高

い
の

で
あ

る
。

 

藤
掛
和

美
氏

は
渋
川

板

の
北

の
方

の
消

息

を

も

っ
て
起
筆

し
、

ま

た
北

の
方

の
出
家

を

も

っ
て
物
語

を

閉
じ

る
点

に

つ

い
て
、

「
お
伽

草

子
本

で

は
、

「
北

の
方
」

へ
と
主
人

公

が

傾
斜

し

て
、

封

建
道

徳

下

に

お
け

る
女

性

の
生

き
方

に
主
題

が
移

っ
て

い
る
」

と
述

べ
て

い
る
。
内

容

か
ら
言

え

ば

、

そ
う

い

っ
た
解
釈

も
成

り
立

つ
が

、

む
し

ろ
、
敦

盛

の
遺
児

を
主

体

と

す
る
物
語

に
、
北

の
方

の
話
が
増

補

さ
れ
、
物
語

が
複

線
化

し
た

と

い

っ

た

ほ
う

が
よ

い
の

で
は
な

い
か
。

こ

の
点

も

ま

た
、
御

伽
文

庫
本

、
古

浄

瑠

璃
系

の
本
文

の
後
出

性
を
徴

付

け

る
も

の
で
あ

ろ
う

。

 

以
上

の
考

察

を
纏

め
て

み
る
と

、
絵
巻

本

文

は
比
較

的
成

立

が
早
く

、

そ

の
絵

巻
系
本

文
と
近

似
す

る
語

り
物

の
後
半

部
を

草
子

化
し
た
も

の
が
、

御
伽

文
庫
系

本
文

と

い
う

こ
と

に
な
ろ

う
。
更

に
語

り
物

系

統

の
末

端

に

あ

る

の
が
現
存

す
る
古

浄
瑠

璃
系

正
本

類

で
あ

る
。

お
お

よ
そ

以
上

の
よ

う

な
推
定

が
成

り
立

つ
。

 

さ

て
、

こ

こ
で
問
題

に
な

る

の
は
古
浄

瑠

璃
系

の
本

文
が

結
末

部

に

お

い
て
敦
盛

の
北

の
方
が

出
家
後

新
善

光
寺

御

影
堂

を
建

て

て
自

ら
扇

を
折

り

、

ま
た
若
君

「
ほ
う

ど
う

丸
」

も
東

山
知

恩
寺

の
開

基

と
な

っ
た

と
す

る
点

で
あ

ろ
う

。
御
伽

文
庫
本

に
は

こ

の
よ

う
な

記
述

は
な

い
。

ま

た
絵

巻

は
若
君

が
証
空

上
人

に
な

っ
た

と
す

る
記

事
を
有

す

る
。

こ
れ
ら

は

い

ず

れ
も
後

人

の
付
会

で
あ

ろ
う

か
。

 
美
濃
部
重
克
氏
は
こ
あ
つ
も
り
の
物
語
の
成
立
の
基
盤
が
知
恩
寺
や
御

影
堂
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
伝
承
が
最
も
成
立
の

遅
い
古
浄
瑠
璃
系
の
本
文
の
み
に
あ
る
と
い
う
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
む
ろ
ん
、
本
文
が
新
し
く
て
も
、
古

い
伝
承
の
要
素
を
留
め
て
い

る
こ
と
は
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
美
濃
部
氏
の
説
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
本
文
と
し
て
は
最
も
古
い
形
と
推
定
さ
れ
る
絵

巻
の
結
末
に
お
い
て
証
空
の
名
が
見
え
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
が
い
ず
れ

に
せ
よ
浄
土
宗
の
影
響
の
下
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
問
題
は
、
証
空
の
拠

っ
た
三
鈷
寺
が
浄
土
宗
西
山
派
の
拠
点
で
あ
る

の
に
対
し
て
、

一
方
の
古
浄
瑠
璃
と
関
り
の
深
い
知
恩
寺
や
御
影
堂
が
浄

土
宗
鎮
西
派
に
属
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
の
浄
土
宗
の
状
況
を
見
る
と
、
法
然
没
後
の
京

都
で
力
を
持
っ
た
の
は
証
空
門
下
の
西
山
派
で
あ
り
、
十
三
世
紀
後
半
に

は
鎮
西
派
が
京
都
に
勢
力
を
延
ば
し
て
く
る
も
の
の
、
十
四
世
紀
に
な
っ

て
も
な
お
西
山
派
の
優
勢
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
あ
つ
も
り
の
物
語

が
室
木
弥
太
郎
氏
の
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
十
四
世
紀
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
当
時
の
浄
土
宗
の
勢
力
か
ら
言

っ
て
も
西
山
派
と
の
関
わ

り
は
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
あ
つ
も
り
の
類
話
が
天
台
系
の

『法
華

経
鷲
林
拾
葉
抄
』
に
見
え
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
縄
、
天
台
宗
と

の
関
係
が
近
い
の
は
西
山
派
で
あ
る
。

 
ま
た
、
古
浄
瑠
璃
系
の
本
文
を
検
討
し
て
み
る
と
興
味
深
い
表
現
が
見

ら
れ
る
。そ

の
こ
ろ
、

じ
や

う
ど

の
ほ
う
が

、

二

つ
に
わ
れ
、

し

ん
ざ

ん
、
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と
う

ざ
ん

と

て
、
二

つ
に
成
、
東

山

の

は
、

ち
お

ん
ゐ
ん

、
若

君
は

、

ぢ

を

ん
じ

と
、

か
く
を
打

、
明

く

れ
、

ぼ
だ

い
を
、

と

い
給

ふ
、
今

の
百

万

べ
ん
、
是

也
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(鱗

形

屋
板
)

 

右

の
文

は
知

恩
院

と
知
恩

寺

の
対

立

を
記

し

て

い
る
。
両
寺

は
共

に
歴

史

の
古

い
寺

で
あ

る
が
、
本

山
を
争

っ
た
対
立

が
室

町
幕

府

を
巻

き
込

ん

で
表

面
化

す

る

の
は
大
永

三
年

(
一
五

二

二
)

の
こ

と
で
あ

り
、

そ

の
原

因

は
皇
室

の
勅

願
寺

と
な

っ
た
知

恩
寺

が
当
時

急
速

に
勢

力

を
拡

張
し

た

こ
と

に
あ

っ
た
。
従

っ
て
右

の
文

は

一
六
世
紀

の
浄

土
宗

の
勢

力
関

係

を

反
映

し

た
も

と
推

定

さ
れ

る
。

 

以

上

の
点

か
ら
判

断
し

て
、

こ

の

「
こ
あ

つ
も

り
」
説

話

は
当
初

、
浄

土
宗

西
山

派

に
よ

っ
て
語

ら
れ

た
も

の
が
、
室

町
時

代

の
後
半

に
な

っ
て

勢
力

を
拡

大

し
た
鎮

西
派

の
知
恩
寺

に
取
り

込
ま

れ

た

の
で
は
な

い
か
と

い
う
推
測

が
成

り
立

つ
。

そ

の
際

に
若

君
が

証
空

上
人

に
な

っ
た

と

い
う

結
末

が
、

若

君
が
知

恩
寺

を
建

て
た

と

い
う
結

末

へ
と
す

り
替

え
ら

れ
た

の
で

は
な

い
か
。
以

上

は
あ
く

ま

で
状

況
証
拠

か
ら

の
推
測

に
過

ぎ

な

い

の
だ
が

、
美
濃

部
氏

が
明

ら

か
に
さ

れ
た

よ
う

に
、
知

恩
寺

に
は
も

と
も

と

「
こ
あ

つ
も

り
」

に
結
び

つ
く
要
素

が
あ

っ
た

の
だ

か

ら
、
他

派

の
説

話

を
取

り
込

ん

で
唱

導

の
材

と

し

て
も

不
自

然

で
は

な
か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に

一
つ
の
物

語

が
諸
派

の
間

を
流

転

し

て

い
く

こ
と

は
、

さ
ま
ざ

ま
な
宗

派

が
勢
力

の
拡

張
を
競

っ
た
中
世

と

い
う
時

代

の
リ

ア

ル

な

現
実

を
伝

え

て

い
る

と
言
え

る

の
で
は

な

い
か
。

三

 

最
後
に
、
古
浄
瑠
璃
独
自
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

古
浄

瑠
璃

に
は
お
伽

草
子

や
能

『生

田
敦

盛
』
に
は
な

い
表

現

が

み

え
る
。

中

で
も
重

要
な

の
は
、

若
君

(敦
盛

の
遺

児

)

の
名

を

「
ほ

う

ど
う
丸

」

と
す

る
こ

と
と
、
若

君
が
熊

谷

を
父

の
敵

と
知

り
、
刀

を
抜

い
て
切

り

か

か
る
と

い
う

二
つ
の
点

で
あ

ろ
う
。
ま
ず

、
名

前

に

つ
い
て
考

え

て
み
た

い
。

 
敦

盛

の
遺
児

の
名

は
も

と
も

と
な

か

っ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。
正

保

二

年
板

は

「
法
然

の
法

の
字

を

か
た
ど

り
」
、

「
ほ
う

ど
う
丸

」

と
名

付

け

た

と
名

前

の
由
来

を
記

す
が
、

こ
の
名

は
ど

う
も
後

か

ら
加
え

ら

れ

た
も

の

の
よ
う

だ
。

理
由

の

一
つ
は
、

も
し
古

く

か
ら
名

前

が
与
え

ら

れ

て

い
た

と
し

た
ら
、

お
伽

草
子
が

そ

の
名
を
省

略

す

る

べ
き

理
由
が

考

え

ら
れ

な

い
こ

と
で
あ

る
。

い
ま

一
つ
は

「
こ
あ

つ
も
り
」

と

い
う
呼

称

に
因

る
。

「
こ
あ

つ
も

り
」

に
は

「
小
」

と

「
子
」

の

二
種

類

の
漢
字

を

当

て
る

こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

「
小

」

を
当

て
た
場

合

、
例

え
ば

お
伽

草

子

の

『落

窪

の
草

子
』

が

『落

窪
物

語
』

と
区
別

し

て

「小

落
窪

」

と
呼

ば

れ
る

こ

と

か
ら

も
分

か

る
よ

う

に
、

「
敦
盛

」

と
区

別

す
る

た
め

の

呼
称

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ
の
場
合

「
敦

盛
」

は
何

を
指

す

の
で
あ

ろ
う

か
。

最

も

適

当

と
思

わ
れ

る
の

は
幸

若
舞

曲

の

「
敦

盛
」

で
あ

る
が
、

そ
れ

で

は
幸

若

「敦

盛
」

を
取

り
込

ん
だ
古

浄
瑠

璃
系

の
作

品
が

「
こ
あ

つ
も

り
」

と

呼

ば

れ
る

の
は
不
自

然

で
あ

る
。

と
す

る
と

「
こ
あ

つ
も

り
」

を

「
子
敦

盛

」

と
判
断

し
、

敦
盛

の
遺
児

を
指

す
表

現

と
理
解

す

る
ほ
う

が
妥

当

で

は
な

い
か
。

実
際

、

一
切
記

の
挿
絵

に
は
若
君

が
父

と
再
会

す

る
場
面

で

若

君
を

「
こ
あ

つ
も

り
」
、

敦

盛

を

「
大

あ

つ
も

り
」

と
表

記

し

た
箇

所

が
あ

る
。

と
す

る
と
、

ほ
う

ど
う
丸

の
名

は
、
名

前

の
与

え

ら
れ

て

い
な

か

っ
た
敦
盛

の
遺

児
を

一
人

の
人
物

と

し
て
扱

お
う

と
す

る
指

向

が
表

れ

た

も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

 

次

に
敵

討

ち
に

つ
い
て
検

討
し

て
み
た

い
。
古

浄
瑠

璃
系

の
本

文

で
は
、
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母

と
再
会

し

た
若

君
が
、

母

か
ら

父
が
敦

盛

で
あ

る

こ
と
と
熊

谷

に
討

た

れ

た

こ
と
を
教

え

ら
れ
、

父

の
仇

を
討

と
う

と
し

て
周
囲

の
者

に
止

め
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ
は

い
か

に
も
近

世
的

な
脚
色

で
、
息

子
と

し
て

は
父

の

菩

提
を

弔
う

の
み
な

ら
ず

、

仇

を
討

つ
こ

と
が
重

要

で
あ

る
と

い
う
認
識

が
社

会

を
覆

っ
て

い
た

と

い
う
事
実

が

こ

の
よ
う

な
表

現
を
導

い
た

の
で

あ

ろ
う

。
中

世
的

な
物
語

は
最
早

、
そ

の

ま
ま

の
形

で
は
受

け
入

れ
ら

れ

に
く
く

な

っ
て

き
た

の
で
あ

る
。

以
上

の
二
点

は
共

に
敦
盛

の
遺
児

に

一

個

の
人
格

を
付

与
し
よ
う

と
し

て

い
る
点

で
共
通

し

て

い
る
と
言

え
よ
う
。

こ
れ

は
、
中

世
的

な
幼
童

神

と

し
て

の
側
面

を
持

つ
若

君
が
、

近
世

の
現

実

に
は
適
応

し
な
く
な

っ
て

い
る

と
い
う
こ

と
で
は
な

い
か
。
哀
れ
な
弱

々

し

い
存

在

か
ら
、

幼

い
な
が

ら

に
意

思

を
持

っ
て
行
動

す

る
人

間

へ
と
、

敦

盛

の
遺
児

は
姿

を
変

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

以
上

に
検

討

し
て

き
た

の
は

「
こ
あ

つ
も
り
」

の
物

語
が
展

開

し

て

い

く

過
程

で
あ

る
。

そ

れ
は

お
伽
草

子

か
ら
、

古
浄

瑠
璃

系
本
文

へ
と
少

し

つ

つ
姿

を
変

え

な
が

ら
そ

れ
ぞ

れ

の
時

代

や
語

り
手

の
立
場

を
反

映

し
て

い
る
。

こ
の
よ
う

な
本

文

の
変
化

の
な

か

に
、
書

写

の
み

に
よ

っ
て
伝

わ

る
物
語

と

は
異
な

る
、

語
り

物

と
し

て

の
作

品

の
存
在

形
態

が
伺

え

る
の

で
あ

る
。

注
(1
) 
横
山
重
校
訂

『古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
、
四

=

頁

(昭
和
三
九
年
、
角

 
 

川
書
店
)

(2
) 
水
谷
不
倒

『新
修
絵
入
浄
瑠
璃
史
』
(「水
谷
不
到
著
作
集
」
第
四
巻
、
昭
和

 
 

四
十
九
年
、
中
央
公
論
社
)

(3
) 

室
木
弥
太
郎

『増
訂
語
り
物
の
研
究
』
三
四
七
～
三
五
四
頁

(昭
和
五
六
年

 
 

風
間
書
房
)

(4
) 

横

山
重
校
訂

『説
経

正
本
集
』
第
三
解
題
五
五
三
～
五
五
八
頁

(昭
和
四
十

 

 
三
年
、
角

川
書
店
)

(5
V 

室

木
前
掲
書
。

(6
)

横
山
重
校
訂

『古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第

三
、
五
三
九
頁

(昭

和
三
九
年
、
角

 

 
川
書

店
)

(7
) 

前

掲
注

(4
)

(8
) 

「能
本
作
者

注
文
」

に
よ
り
金
春
禅
鳳
作
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。

(
9
) 

敦
盛

の
北

の
方
の

い
た
場
所
が
、

「都
西
山

の
傍
」

(御
伽
文
庫

本
)、

「
お
む

 

 
ろ

の
御
所

」

(鱗

形
屋
板
)

と
異
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
古
浄

瑠
璃
系

本
文
が

 

 
幸
若
舞
曲

「敦
盛

」

の
影
響
を
受

け
た
た
め
と
推
定

さ
れ
る
。

御
伽
文
庫
本
が

 

 
よ
り
原
形
に
近

い
の
で
あ

ろ
う
。

(10
)

松

本
隆
信

校
訂

『御

伽
草

子
集

』

(新

潮
日
本
古
典
集
成

)
三

=

頁

(昭

 

 
和

五
九
年
、
新
潮
社
)

(
11
) 

室
木
前
掲
書
。

(
12
) 

拙
稿

「御
伽

草
子

『小
敦
盛
』

の
形
成

を
め
ぐ

っ
て
」

(
『一二
田
国
文
』
第
十

 

 
八
号
、
平
成
五
年

六
月
)

(13
) 

美
濃
部
重
克

「
こ
あ

つ
も

り
考
」

(
『南

山
国
文
論
集
』

九
、
昭
和
六
十
年

三

 

 
月
、
『中

世
伝
承
文
学

の
諸
相
』
、
昭
和
六
十
三
年
和
泉
書
院
刊

に
収
載

)

(14
) 

藤
掛
和
美

「
渋
川
版
 
御
伽

草
子

「
小
敦
盛

」
の
位
相
I
l

敦
盛
諌

・
小
敦

 
 
盛
讃
の
系
譜
よ
り
ー

」
(『後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
 
国
語
国
文
学
論

 

 
集
』

(昭
和

五
十
九
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会

)

(15
) 

前
掲
注

(13
)

(16
) 

玉
山
成

元

『中
世

浄
土
宗

教
団
史

の
研
究
』

(昭
和

五
十
五
年
、

山
喜
房
佛

 

 
書
林
)

(17
) 

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
前

掲
注

(12
)

で
詳
し
く
論
じ
た
。

(18
) 

『実
隆
公
記

』
大
永
三
年

四
月
八

・
九

・
十

・
十
四

・
十
六
日
条
及
び

、
前

 

 
掲
注

(
16
)
参
照
。

(19
)

前
掲
注

(6
)
六
〇

一
頁

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

(さ
や
 

ま
き
と
)
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