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宝
永
二
年
、
京
都
亀
屋
粂
之
丞
座
（
座
本
大
和
屋
甚
兵
衛
）
で
上
演
さ
れ
た

歌
舞
伎
狂
言
に『
和
歌
三
神
影
向
松
』が
あ
る
。
大
阪
か
ら
手
妻
人
形
の
名
手
・

辰
松
八
郎
兵
衛
を
呼
び
寄
せ
、
演
目
中
一
番
の
見
せ
場
と
し
た
。
辰
松
の
遣
う

手
妻
人
形
は
様
々
な
も
の
に
姿
を
変
え
、
舞
台
に
設
置
さ
れ
た
か
ら
く
り
台
か

ら
は
仕
掛
け
が
次
々
と
現
れ
る
。
観
客
が
大
き
な
驚
き
を
も
っ
て
そ
れ
を
見
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
絵
入
狂
言
本
の
挿
絵
と
本
文
か
ら
想
像
で
き
る
。
し
か
し

具
体
的
な
演
出
や
機
構
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
を
つ

か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

宇
治
座
の
『
南
大
門
秋
彼
岸
』（
元
禄
十
一
年
）
や
『
丹
州
千
年
狐
』（
元
禄

十
二
年
）、
竹
本
座
の
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』（
宝
永
二
年
）
な
ど
、
浄
瑠
璃
に

出
演
し
た
か
ら
く
り
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。『
用
明
天
皇
』
な
ど
は
時
松

孝
文
の
論
考
が
あ
り
、
道
成
寺
の
鐘
が
変
じ
て
人
形
と
な
る
こ
と
ま
で
は
わ
か

っ
た
。
だ
が
そ
の
先
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
右
の
問
い
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
答
え
で
あ
る
。

か
ら
く
り
研
究
者

　

た
だ
し
本
書
が
も
っ
と
大
き
な
も
の
を
見
す
え
て
い
る
こ
と
は
最
初
に
こ
と

わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。『
和
歌
三
神
影
向
松
』
に
関
し
て
は
後
に
若
干

の
私
見
を
加
え
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ

う
。
そ
れ
は
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
丁
寧
な
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
よ
っ
て
か
ら
く
り
の
具
体
的
な
し
か

け
を
解
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
か
ら
く
り
関
連
の
絵
画
資
料
を
悉
皆

調
査
し
、
そ
の
読
み
方
を
確
立
し
、
諸
演
目
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

で
あ
る
。
む
ろ
ん
第
一
と
第
二
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
が
重
要
な
点
な
の
だ
が
、
第
三
に
、
本
書
が
文
学
・
歴
史
・
美

術
は
も
と
よ
り
科
学
技
術
史
等
の
隣
接
分
野
を
も
取
り
込
ん
だ
学
際
的
研
究
を

視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
ら
く
り
は
、
一
つ
の
機
構
を
発
明
し
使

い
こ
な
す
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
。
次
々
と
新
し
い
演
技
・
演
出
を
生
み
出
す

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
と
は
、
そ
も
そ
も
進
歩
の
足
ど
り
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
か
ら
く
り
が
演
劇
と
結
ん
で
最
先
端
を
走
っ
た
期
間
は
そ
う
長
く

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
演
劇
と
無
関
係
の
場
所
で
、
か
ら
く
り
が
独
自
の
道
を

歩
ん
だ
こ
と
は
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
と
精
神
は
、
現
代
人

の
生
活
を
支
え
る
機
械
製
品
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
立

つ
と
き
、
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
こ
と
田
中
近
江
大
掾
に
関
す
る
論
考
を
本
書
に

収
録
し
た
こ
と
は
、
著
者
の
態
度
表
明
で
は
な
か
っ
た
か
と
憶
測
さ
れ
る
。
本

書
で
は
、
演
劇
・
文
学
研
究
が
フ
ィ
ー
ル
ド
の
成
果
を
取
り
込
む
必
要
性
が
繰

り
返
し
説
か
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
演
劇
・
文
学
研
究
に
従
属
し
て
や
ら
な
い
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と
い
う
「
か
ら
く
り
研
究
者
」
と
し
て
の
矜
持
も
ま
た
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

　
「
か
ら
く
り
研
究
者
」
と
し
て
の
著
者
の
態
度
は
、
本
書
の
意
義
の
第
一
に

挙
げ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
手
つ
き
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

愛
知
県
半
田
市
亀
崎
の
田
中
組
神
楽
車
の
「
傀
儡
師
」
を
主
な
対
象
と
し
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
通
り
一
遍
の
現
状
報
告
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
傀
儡
師
」
は
傀
儡
師
・
唐
子
・
義
経
・
弁
慶
・
知
盛
・
舟
子
・
山
猫
七
種

類
の
人
形
か
ら
な
る
。
ま
ず
序
段
に
傀
儡
師
の
箱
か
ら
唐
子
二
体
が
せ
り
上
が

り
、
再
び
箱
の
中
に
消
え
る
。
次
に
傀
儡
師
の
人
形
が
前
に
た
た
み
込
ま
れ
て

箱
に
納
ま
り
、
箱
全
体
が
波
に
変
わ
る
と
、
義
経
・
弁
慶
・
舟
子
の
乗
る
舟
が

運
び
込
ま
れ
て
来
て
本
段
の
船
弁
慶
の
場
面
と
な
る
。海
上
に
知
盛
が
登
場
し
、

弁
慶
に
祈
り
伏
せ
ら
れ
姿
を
消
し
、
舟
も
ま
た
片
づ
け
ら
れ
て
波
は
も
と
の
箱

に
戻
る
。傀
儡
師
が
起
き
上
が
っ
て
き
て
最
初
の
状
態
に
な
る
と
終
段
と
な
り
、

山
猫
の
人
形
が
見
物
に
向
け
て
発
射
さ
れ
る
。

　

以
上
が
「
傀
儡
師
」
の
あ
ら
ま
し
だ
が
、
こ
こ
か
ら
先
が
「
か
ら
く
り
研
究

者
」
の
本
領
発
揮
で
あ
る
。
著
者
は
、
か
ら
く
り
の
支
柱
に
渡
し
た
横
木
に
、

か
つ
て
舟
を
固
定
し
た
台
の
跡
と
、
そ
れ
を
上
下
さ
せ
る
ス
ラ
イ
ド
式
の
柱
と

そ
れ
が
落
下
し
な
い
た
め
の
ス
ト
ッ
パ
ー
を
発
見
す
る
。
つ
ま
り
現
在
は
傀
儡

師
の
箱
と
は
別
に
運
び
込
ま
れ
る
舟
は
、
本
来
傀
儡
師
の
人
形
の
背
後
に
三
つ

折
り
に
畳
ま
れ
て
お
り
、
箱
か
ら
ス
ラ
イ
ド
式
に
持
ち
上
げ
ら
れ
た
の
だ
。
義

経
・
弁
慶
・
舟
子
の
人
形
は
こ
の
舟
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
知
盛
の
人
形
は
別

の
か
ら
く
り
台
か
ら
現
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
七
種
類
の
人
形
の
演
技
は
連

続
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

著
者
の
発
見
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
箱
の
下
部
に
は
人
が
一
人
入
る
ス
ペ

ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
下
か
ら
一
連
の
操
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
ま
た
、
傀
儡
師
の
人
形
は
ま
ば
た
き
を
し
、
首
も
左
右
に
動
く
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
首
が
常
に
真
っ
直
ぐ
に
起
き
て
い
る
状
態
を
保
つ
た
め

に
、
鯨
の
髭
を
用
い
た
痕
跡
も
確
認
さ
れ
た
。
他
に
も
、
現
在
は
左
右
同
時
に

動
く
義
経
の
人
形
の
手
は
引
き
糸
を
分
け
る
こ
と
で
別
々
に
操
作
可
能
で
あ
る

こ
と
、
知
盛
の
人
形
に
は
足
拍
子
を
踏
む
機
構
の
あ
る
こ
と
、
舟
の
底
部
に
は

三
体
の
人
形
を
操
作
す
る
た
め
の
引
き
糸
を
通
す
穴
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
、
原
初
の
動
態
が
次
々
と
暴
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

さ
ら
に
著
者
は
一
九
九
四
年
十
月
、
勤
務
先
の
同
志
社
大
学
に
田
中
組
を
招

聘
し
て
「
傀
儡
師
」
の
復
元
上
演
ま
で
行
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
、
各
人
形

の
内
部
構
造
を
再
調
査
し
、
ま
た
三
つ
折
り
に
畳
ま
れ
て
い
た
舟
が
遠
隔
操
作

で
箱
か
ら
出
し
入
れ
可
能
で
あ
る
こ
と
も
実
験
し
た
。
も
は
や
研
究
者
と
い
う

よ
り
実
演
家
あ
る
い
は
か
ら
く
り
師
の
風
貌
さ
え
見
え
て
く
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
文
献
と
の
有
機
的
結
合

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
著
者
の
態
度
は
か
な
り
特
異
だ
が
、
そ
れ
が

広
範
な
文
献
調
査
に
よ
っ
て
得
た
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
実
際
、
田
中
組
の
調
査
に
お
け
る
様
々
な
機
構
の
発
見
は
、『
機

関
竹
の
林
』『
竹
田
新
か
ら
く
り
』『
機
関
千
種
の
実
生
』
な
ど
の
情
報
を
逐
一

照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。か
ら
く
り
に
は
台
本
が
存
在
せ
ず
、

絵
画
資
料
を
利
用
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
絵
画
資
料
を
読
み
解
く
際
に
は
資

料
の
特
性
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
、
一
枚
の
絵
の
な
か
に
異
時
同
図
法
に
よ
り
複
数
の
演
技
を
盛
り
込
む
。
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二
、
吹
き
出
し
に
よ
っ
て
変
化
の
前
後
を
表
現
す
る
。

　

三
、
二
場
形
式
で
変
化
の
前
後
を
表
現
す
る
。

　

悉
皆
調
査
に
よ
っ
て
著
者
が
見
出
し
た
こ
の
三
つ
の
特
性
は
、
今
後
絵
画
資

料
を
扱
う
者
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
「
傀
儡
師
」
と
い
う
演
目
一
般
は
、
著
者
が
調
査
に
よ
っ
て
得
た

竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
総
数
百
三
の
う
ち
、最
多
の
上
演
回
数
を
誇
る
と
い
う
。

人
気
演
目
ゆ
え
そ
の
伝
播
は
広
範
囲
に
及
び
、
中
央
か
ら
地
方
へ
、
プ
ロ
か
ら

民
俗
芸
能
へ
、
舞
台
か
ら
山
車
へ
と
手
渡
さ
れ
る
う
ち
、
独
特
の
変
更
が
加
え

ら
れ
、機
構
も
操
作
方
法
も
簡
便
化
し
た
こ
と
に
な
る
。こ
の
経
路
を
逆
算
し
、

竹
田
か
ら
く
り
の
あ
る
べ
き
動
態
を
た
ぐ
り
寄
せ
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。

　

近
松
時
代
の
人
形
を
手
遣
い
人
形
・
か
ら
く
り
人
形
・
手
妻
人
形
に
大
別

し
、「
か
ら
く
り
人
形
は
人
形
遣
い
が
離
れ
て
い
て
仕
掛
で
動
く
」
と
し
た
の

は
角
田
一
郎
で
あ
る
。
著
者
は
一
歩
進
ん
で
、
遣
い
手
が
見
え
な
い
こ
と
を
か

ら
く
り
人
形
の
定
義
と
し
て
い
る
。
人
形
遣
い
が
離
れ
て
い
る
か
否
か
は
問
題

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
床
下
か
ら
遣
っ
て
も
見
え
な
け
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
形
遣
い
が
見
え
な
い
、
つ
ま
り
種
も
仕
掛
け
も
な
い
こ
と
を
観
客
に

知
ら
せ
る
た
め
に
、
か
ら
く
り
は
平
舞
台
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
平
舞

台
で
行
う
関
係
上
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
子
供
芝
居
等
歌
舞
伎
と
の
打
ち
交
ぜ

興
行
が
原
則
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
形
遣
い
が
舞
台
に
全
身
を
現
し
て
遣

う
の
が
「
手
妻
」
で
あ
る
。
人
形
に
仕
掛
け
の
あ
る
と
こ
ろ
が
普
通
の
手
遣
い

人
形
と
の
違
い
で
、
祐
田
善
雄
の
指
摘
す
る
通
り
「
手
妻
」
は
外
見
上
で
は
な

く
人
形
の
機
能
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
た
。
な
お
著
者
が
碁
盤
人
形

を
か
ら
く
り
で
は
な
く
手
妻
の
一
種
と
し
た
の
は
卓
見
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
人
形
の
種
類
と
か
ら
く
り
の
動
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
と
、

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
挿
入
さ
れ
た
か
ら
く
り
が
、
絵
空
事
で
は
な
く
現
実
味
を

帯
び
て
く
る
。個
々
の
人
形
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
が
、

舞
台
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

本
書
で
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。

『
和
歌
三
神
影
向
松
』
の
手
妻
と
か
ら
く
り

　

そ
こ
で
冒
頭
で
触
れ
た
『
和
歌
三
神
影
向
松
』
に
話
を
戻
す
。
こ
の
狂
言
の

一
番
の
見
ど
こ
ろ
が
辰
松
八
郎
兵
衛
の
手
妻
人
形
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

辰
松
は
序
開
き
と
第
二
の
終
わ
り
に
登
場
す
る
。

　

ま
ず
序
開
き
で
道
外
方
の
山
田
甚
八
が
辰
松
を
紹
介
す
る
と
、
辰
松
は
男
人

形
を
出
し
て
能
の
『
田
村
』
の
切
を
「
か
た
手
人
形
」
に
て
遣
っ
た
。「
鬼
神

は
虚
空
に
鉄
火
を
降
ら
せ
」
の
く
だ
り
で
男
人
形
の
顔
は
鬼
と
変
じ
、「
旗
の

上
に
大
悲
の
弓
、
一
度
放
せ
ば
千
の
矢
先
」
の
文
句
で
旗
が
現
れ
、
矢
が
あ
ま

た
飛
び
出
る
。「
有
り
難
し
有
り
難
し
、
こ
れ
観
音
の
仏
力
な
り
」
で
男
人
形

は
そ
の
ま
ま
観
世
音
と
な
り
、
ま
た
も
と
の
男
人
形
と
な
る
。
そ
の
あ
と
甚
八

が
辰
松
に
女
人
形
を
所
望
す
る
の
で
、
辰
松
は
そ
の
場
で
人
形
の
顔
を
女
に
変

え
て
し
ま
う
。

　

ま
た
第
二
の
終
盤
で
は
、
岩
井
左
源
太
扮
す
る
山
ぶ
き
の
局
が
大
伴
黒
主
に

殺
さ
れ
、
そ
の
一
念
が
「
心
」
の
字
と
な
っ
て
降
り
て
く
る
。
や
が
て
「
心
」

の
字
は
辰
松
の
遣
う
山
ぶ
き
の
人
形
と
な
り
、
道
行
の
場
面
と
な
る
。
女
の
菅

笠
は
水
車
と
な
り
、
桜
は
散
っ
て
柳
と
な
る
。
手
妻
人
形
か
ら
は
雀
が
飛
び
出

し
、
塗
り
笠
は
牛
と
な
る
。
手
妻
と
平
舞
台
に
設
置
し
た
か
ら
く
り
が
次
々
と

観
客
を
幻
惑
し
た
あ
と
、
山
田
甚
八
の
駕
籠
か
き
与
次
兵
衛
が
や
っ
て
く
る
。
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与
次
兵
衛
は
山
ぶ
き
と
戯
れ
、
駕
籠
に
乗
せ
る
。
一
方
、
相
方
の
駕
籠
か
き
で

あ
る
染
川
十
郎
兵
衛
の
か
ず
へ
は
、
い
ざ
よ
い
姫
・
腰
元
・
子
ど
も
な
ど
を
連

れ
て
来
て
や
は
り
駕
籠
に
乗
せ
よ
う
と
す
る
。
す
で
に
駕
籠
に
乗
っ
て
い
る
山

ぶ
き
が
姿
を
現
し
、
一
同
久
々
の
対
面
と
な
る
。
か
ず
へ
は
山
ぶ
き
の
夫
、
子

ど
も
は
二
人
の
子
で
あ
る
。
ま
た
与
次
兵
衛
は
山
ぶ
き
の
兄
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
討
手
が
来
る
が
、
山
ぶ
き
の
死
霊
の
一
念
に
よ
っ
て
退
散
す
る
。

　

著
者
は
第
二
の
場
面
に
関
し
、
絵
入
狂
言
本
に
描
か
れ
た
背
後
の
幕
に
着
目

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

（
略
）
舞
台
は
ど
の
よ
う
に
転
換
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
幕
は
、
か
ら
く
り

演
出
の
場
面
が
終
わ
る
と
、
か
ら
く
り
台
が
舞
台
の
袖
に
し
ま
わ
れ
る
と

と
も
に
、
切
り
落
と
さ
れ
、
す
ぐ
に
歌
舞
伎
の
舞
台
に
移
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
か
ら
く
り
台
の
搬
出
は
常
の
人
形
浄
瑠
璃
の
付

舞
台
の
演
出
と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
に
手
慣
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
大
道
具
や
舞
台
装
置
は
こ
の
幕
の
向
こ

う
に
準
備
さ
れ
て
お
り
、
次
の
場
面
へ
の
展
開
は
こ
の
幕
を
切
り
落
と
す

こ
と
で
円
滑
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
舞
台
全
面
を
覆
う
幕
を
使
用
し
た
例
は
稀
で
あ
る
。
手
妻
や
か

ら
く
り
と
歌
舞
伎
の
共
演
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
演
出
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
右

の
著
者
の
意
見
に
つ
い
て
は
、若
干
の
反
論
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
和
歌
三
神
影
向
松
』
の
演
出

　

著
者
は
、
手
妻
と
か
ら
く
り
の
演
出
の
間
、
背
景
に
は
幕
が
下
が
っ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
で
は
そ
の
幕
は
い
つ
下
が
り
、
い
つ
明
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
著
者
の
言
う
よ
う
に
切
っ
て
落
と
す
仕
組
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
前
の
場
面
は
、
玉
津
島
神
社
で
あ
る
。
人
物
の
出
入
り
が
か
な
り
頻
繁

に
あ
り
、
後
述
す
る
湯
立
て
な
ど
相
応
の
装
置
も
必
要
で
あ
る
か
ら
、
幕
外
の

芝
居
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
玉
津
島
神
社
の
場
面
は
幕
が
下
り

て
お
ら
ず
、
本
舞
台
で
行
わ
れ
た
は
ず
だ
。
す
る
と
幕
が
閉
ま
る
の
は
「
心
」

の
字
が
下
り
て
く
る
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
と
先
述
し
た
手
妻
と

か
ら
く
り
に
よ
る
道
行
の
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
駕
籠
か
き
与
次
兵

衛
が
や
っ
て
来
て
山
ぶ
き
に
戯
れ
た
り
、か
ず
へ
と
の
再
会
が
あ
っ
た
り
す
る
。

著
者
は
駕
籠
か
き
の
く
だ
り
以
後
を
「
次
の
場
面
」
と
見
な
し
、
幕
を
切
っ
て

落
と
し
た
本
舞
台
で
行
わ
れ
た
と
し
た
。し
か
し
評
者
の
見
解
は
若
干
異
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
ま
た
次
の
場
面
（
第
二
の
最
後
）
は
、
か
ず
へ
の
親
治
部
太

夫
内
で
あ
り
、
新
た
な
舞
台
装
置
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
幕
は
治
部
太
夫
内

ま
で
は
明
け
ず
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、
手
妻
と
か
ら
く
り
の
道
行
場
面
か
ら
与
次
兵
衛
と
の
絡
み
、
か
ず

へ
と
の
再
会
は
す
べ
て
幕
外
で
連
続
し
て
行
わ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
が
演
出
と
し

て
優
れ
て
い
る
の
は
、
山
田
甚
八
の
与
次
兵
衛
と
戯
れ
る
山
ぶ
き
が
、
岩
井
左

源
太
で
は
な
く
手
妻
人
形
で
あ
る
点
と
い
う
で
あ
る
。
生
身
の
人
間
と
人
形
が

競
演
す
る
面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
の
だ
。
序
開
き
で
辰
松
と
甚
八
を
絡
ま
せ
た
の

は
、
そ
の
た
め
の
布
石
で
も
あ
る
。
な
お
、
駕
籠
に
乗
っ
た
山
ぶ
き
は
手
妻
で

あ
る
が
、
つ
ぎ
に
駕
籠
か
ら
姿
を
現
し
た
山
ぶ
き
は
、
岩
井
左
源
太
扮
す
る
生

身
の
山
ぶ
き
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
駕
籠
に
乗
っ
た
の
は
手
妻
人
形
で
あ
っ
た
の

に
、
今
度
は
生
身
の
役
者
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
が
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　

火
鉢
な
ど
か
ら
女
の
生
霊
・
死
霊
が
現
れ
る
怨
霊
事
は
、
元
禄
歌
舞
伎
の
華

で
あ
る
。
そ
の
名
手
で
あ
る
岩
井
左
源
太
が
こ
れ
を
封
印
し
、
か
わ
り
に
前
の

玉
津
島
神
社
で
は
敵
役
・
坂
田
直
右
衛
門
扮
す
る
大
伴
黒
主
が
湯
立
て
の
釜
の

中
か
ら
現
れ
た
。
本
家
の
左
源
太
が
駕
籠
か
ら
突
然
登
場
す
る
場
面
や
、
怨
霊
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が
悪
人
を
退
散
さ
せ
る
場
面
が
う
し
ろ
に
控
え
て
い
て
、
初
め
て
黒
主
の
怨
霊

事
が
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
成
立
す
る
。

　

幕
の
問
題
に
話
を
戻
す
と
、
著
者
は
こ
の
幕
を
切
っ
て
落
と
す
形
式
だ
と
し

た
。
し
か
し
切
っ
て
落
と
す
た
め
に
は
ま
ず
幕
を
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
切
っ
て
落
と
す
よ
り
も
は
る
か
に
手
間
が
か
か
る
。
幕
の
開
け
閉
め
を

同
程
度
の
手
間
で
す
ま
せ
る
た
め
に
は
、
引
き
幕
あ
る
い
は
同
等
の
機
能
を
持

つ
幕
の
可
能
性
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
引
き
幕
の
発
生
は
、
役
者
評

判
記
の
記
述
を
も
と
に
す
る
限
り
宝
永
三
年
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。『
和
歌
三
神
』
の
前
年
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
幕
外
の
演
技
は
、
付
け
舞
台
で
行
わ
れ
た
と
考
え
た
い
。
付
け
舞

台
は
花
道
の
よ
う
に
客
席
を
縦
断
し
て
役
者
が
登
場
す
る
た
め
の
装
置
で
も
あ

る
か
ら
、
駕
籠
の
人
物
た
ち
は
袖
で
は
な
く
客
席
か
ら
登
退
場
し
た
可
能
性
も

あ
る
。
付
け
舞
台
は
か
な
り
自
由
度
の
高
い
装
置
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
手
妻
や
か
ら
く
り
と
歌
舞
伎
と
の
競
演
に
つ
い
て
分
析
す
る

こ
と
は
、
実
は
元
禄
歌
舞
伎
そ
の
も
の
の
演
出
を
解
明
す
る
ヒ
ン
ト
に
も
な
る

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
辰
松
が
こ
れ
だ
け
変
幻
自
在
に
手
妻
人
形
を
遣
っ
た
と
な
れ
ば
、『
曽

根
崎
心
中
』
の
観
音
廻
り
の
解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
。
辰
松
は
『
和
歌
三
神
』

の
二
年
前
の
『
曽
根
崎
心
中
』
で
彗
星
の
ご
と
く
登
場
し
た
人
形
遣
い
で
あ
っ

た
。
辰
松
の
手
妻
人
形
が
、
信
多
純
一
が
述
べ
る
よ
う
に
「
三
十
三
に
御
身
を

変
へ
」
の
詞
章
ど
お
り
様
々
に
姿
を
変
え
た
と
し
た
ら
、「
鎮
魂
歌
」「
招
魂
歌
」

等
々
の
文
学
的
解
釈
は
空
回
り
す
る
。
文
学
的
解
釈
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
評

者
と
し
て
は
、
手
妻
と
か
ら
く
り
の
実
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
探
求
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

そ
の
他
の
問
題
点

　

そ
の
他
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
最
後
に
述
べ
て
お
く
。

　

ま
ず
子
供
芝
居
と
か
ら
く
り
と
の
関
係
で
あ
る
。
か
ら
く
り
が
平
舞
台
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
先
に
紹
介
し
た
。
し
か
し
大
人
で
は
な
く

子
供
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
に
つ
い
て
は
い
ま
ひ
と
つ
説
得
力
に
欠
け

る
気
が
す
る
。
体
格
的
に
小
さ
い
子
供
で
な
け
れ
ば
操
作
し
え
な
い
か
ら
く
り

も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
属
性
で
あ
っ
て
必
要
条
件
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
平
舞
台
の
か
ら
く
り
台
を
出
し
入
れ
す
る
の
が
誰
か
と
い
う
こ
と
も

気
に
な
る
。
評
者
は
、
元
禄
歌
舞
伎
一
般
に
お
い
て
装
置
の
出
し
入
れ
の
多
く

は
役
者
の
仕
事
で
あ
る
と
私
か
に
考
え
て
い
る
。
同
様
に
、
か
ら
く
り
に
お
い

て
は
子
供
役
者
の
仕
事
だ
と
思
う
の
だ
が
、
決
定
的
な
証
拠
が
な
い
。
今
後
の

研
究
に
期
待
し
た
い
。

　

最
後
に
、
手
妻
や
か
ら
く
り
が
驚
く
ほ
ど
謡
曲
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
思
え
ば
、
え
び
す
か
き
と
能
と
の
繋
が
り
は
浄
瑠
璃
と
の
そ
れ
よ

り
早
か
っ
た
。
本
書
に
謡
曲
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
の
を
み
る
と
き
、
人
形
と

能
が
最
初
に
結
び
つ
い
た
消
息
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て

も
考
察
を
深
め
た
い
と
こ
ろ
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
解
明
で
き
な
い
問
題
点
も
あ
る
が
、
本
書
が
新
し
い
分

野
を
切
り
拓
い
た
画
期
的
な
書
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
そ
れ
は
点

を
結
ん
で
線
と
し
、
複
数
の
線
の
交
差
点
を
見
い
だ
し
て
面
を
構
想
す
る
と
い

う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
営
為
の
成
果
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
だ
け
多
岐
に
わ
た
る
材
料
を
扱
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
索
引
が
あ
れ
ば

読
者
に
と
っ
て
は
よ
り
便
宜
だ
っ
た
ろ
う
。
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