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近
　
松

の
　
始
　
発

『
曽
根
崎
心
中
』
の
成
立

生
　
　
井

武
　
　
世

　
近
松
世
話
浄
る
り
の
初
作
『
曽
根
崎
心
中
』
の
冒
頭
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
観
音
廻
り
」
の
段
に
関
し
て
、
早
く
和
辻
哲
郎
氏
は
、
　
「
こ
の
道
行
で
近
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

の
ね
ら
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
或
は
心
中
の
た
め
の
序
曲
を
奏
す
る
に
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

も
知
れ
な
い
」
と
い
う
、
示
唆
的
な
推
測
を
し
て
い
た
。
戦
後
、
広
末
保
氏
は

こ
れ
を
明
確
に
「
鎮
魂
曲
」
で
あ
り
、
　
「
カ
タ
ル
シ
ス
が
最
初
に
用
意
さ
れ
て

　
　
　
　
＠

い
る
」
と
し
、
郡
司
正
勝
氏
が
「
招
魂
歌
で
あ
り
同
時
に
鎮
魂
歌
の
意
義
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
も
の
で
あ
る
と
み
た
い
」
と
提
示
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
作
晶
の
成

立
に
係
わ
る
発
想
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
「
観
音
廻

り
」
に
認
め
ら
れ
る
宗
教
的
感
情
の
由
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
作
晶
に
即
し
つ
つ

論
じ
た
今
尾
哲
也
氏
は
、
こ
の
「
観
音
廻
り
」
が
観
音
の
示
現
に
主
人
公
お
初

の
示
現
を
重
層
さ
せ
て
お
り
、
「
道
行
」
と
は
循
環
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
が
「
人
間
に
お
け
る
死
と
生
の
循
環
、
つ
ま
り
死
と
復
活
に
関
す
る
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
了
解
」
に
支
え
ら
れ
て
発
想
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
こ
の
今
尾
氏
の
論
に
触

発
さ
れ
る
形
で
再
論
し
た
広
末
氏
は
、
か
つ
て
説
い
た
世
話
浄
る
り
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結
末
か
ら
発
端
へ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
構
想
」
の
論
理
と
関
連
さ
せ
つ

つ
、
「
観
音
廻
り
」
を
明
瞭
に
「
亡
霊
招
降
の
段
」
と
し
て
捉
え
、
「
お
初
が
そ

の
現
し
身
を
現
出
し
て
く
る
過
程
は
、
回
向
成
就
へ
の
過
程
と
重
層
し
て
い

　
　
　
　
　
＠

る
」
と
説
い
た
。
こ
の
見
解
は
、
今
尾
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
先
の
郡
司
説
が

「
招
魂
」
と
い
う
形
で
提
出
し
て
い
た
問
題
を
よ
り
一
層
押
し
進
め
た
も
の
と

い
え
る
。
い
れ
ば
「
観
音
廻
り
」
は
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
の
発
想
に
媒
介
さ
れ

な
が
ら
、
一
編
の
導
入
部
と
し
て
冒
頭
に
設
置
さ
れ
た
と
き
、
亡
き
お
初
の
招

魂
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
説
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
尾
氏
が
「
死
と
復
活
に

関
す
る
一
般
の
了
解
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
呪
的
宗
教
的
習
俗
に
よ
る
発

想
に
基
づ
い
た
「
観
音
廻
り
」
の
段
が
、
　
「
道
行
」
な
い
し
「
み
ら
い
成
仏
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

た
が
ひ
な
き
恋
の
、
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
結
び
の
詞
章
と
対
応
す
る



形
で
設
置
さ
れ
た
、
一
編
の
成
立
に
係
わ
る
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
と
意
味
と

を
荷
っ
た
序
章
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
『
曽
根
崎
心
中
」
の
作
晶

世
界
は
、
説
経
な
ど
と
は
異
質
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
の
中
心

部
に
展
開
さ
れ
る
お
初
・
徳
兵
衛
の
恋
の
葛
藤
は
、
義
理
・
情
・
金
・
一
分
意

識
と
い
っ
た
、
元
禄
期
の
き
わ
め
て
現
実
的
な
社
会
的
矛
盾
を
核
に
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
成
立
を
問
題
に
す
る
場
合
、
ま
ず
第

一
に
こ
の
近
松
の
透
徹
し
た
元
禄
期
の
現
実
認
識
と
先
の
呪
的
宗
教
的
習
俗
に

よ
る
発
想
と
の
相
関
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
近
来
、
や
や
も
す
れ

ば
後
者
に
論
の
比
重
が
置
か
れ
、
前
者
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
近
松
の
世
話
浄

る
り
作
者
と
し
て
の
個
性
を
副
挟
す
る
作
業
に
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

本
稿
の
目
的
は
、
近
松
の
現
実
認
識
と
「
観
音
廻
り
」
に
認
め
ら
れ
る
呪
的

宗
教
的
習
俗
に
基
づ
く
発
想
と
の
相
関
関
係
を
、
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と

し
て
鮮
か
に
位
置
づ
け
直
し
え
た
近
松
の
視
線
の
構
造
の
う
ち
に
探
り
、
そ
こ

に
近
松
の
世
話
浄
る
り
作
者
と
し
て
の
始
発
を
見
な
が
ら
、
改
め
て
『
曽
根
崎

心
中
』
の
成
立
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

）１（

二
重
の
自
家
撞
着

　
も
と
も
と
武
士
階
級
出
身
の
近
松
が
、
父
信
義
の
浪
人
後
、
京
都
で
公
家
奉

公
な
ど
を
し
な
が
ら
河
原
者
の
世
界
へ
と
身
を
投
じ
て
行
っ
た
軌
跡
は
、
ま
ぎ

　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

れ
も
な
く
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
下
級
武
士
の
転
落
の
一
例
で
あ
っ
た
。
ピ
ラ

、
・
・
ツ
ド
型
の
封
建
的
な
秩
序
の
底
辺
へ
ゆ
っ
く
り
と
孤
を
描
き
な
が
ら
転
落
し

て
行
っ
た
近
松
が
、
武
士
と
し
て
の
自
己
の
放
棄
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
転

落
の
果
て
で
そ
の
よ
う
な
逆
境
自
体
を
お
の
れ
の
存
立
の
武
器
と
し
て
再
生
し

上
昇
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
屈
折
し
た
意
識
の
底
か
ら
時
代
の
表
層
を

突
き
破
っ
て
、
そ
の
深
部
に
達
す
る
視
線
を
獲
得
し
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ

ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
。

　
近
松
が
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
十
一
月
、
死
に
際
し
て
残
し
た
と
伝
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
る
辞
世
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
謙
遜
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
彼

の
屈
折
し
た
意
識
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　
　
…
代
々
甲
胃
の
家
に
生
れ
な
が
ら
武
林
を
離
れ
、
三
椀
九
卿
に
つ
か
へ
て

　
　
腿
尺
挙
げ
て
寸
爵
な
く
、
市
井
に
漂
ひ
て
商
売
知
ら
ず
、
隠
に
似
て
隠
に

　
　
あ
ら
ず
、
賢
に
し
て
賢
な
ら
ず
、
物
知
り
に
似
て
何
も
知
ら
ず
、
世
の
ま

　
　
が
ひ
も
の
唐
の
や
ま
と
の
お
し
え
有
る
道
の
妓
能
雑
芸
滑
稽
の
類
迄
知
ら

　
　
ぬ
事
な
げ
に
口
に
ま
か
せ
筆
に
は
し
ら
せ
、
一
生
を
さ
へ
づ
り
ち
ら
し
、

　
　
今
は
の
際
に
い
ふ
べ
ぎ
お
も
ふ
べ
き
真
の
一
大
事
ハ
一
字
半
言
も
な
き
倒

　
　
惑
、
心
に
心
の
恥
を
お
も
ふ
て
七
十
余
り
の
光
陰
、
お
も
へ
ば
無
覚
束
我

　
　
世
経
畢
ぬ

　
こ
の
辞
世
文
中
に
認
め
ら
れ
る
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
自
己
の
規
定

や
、
　
「
無
覚
束
我
世
」
と
い
う
自
己
の
生
涯
に
対
す
る
感
懐
か
ら
析
出
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
　
　
　
近
松
の
姶
発

近
松
の
意
識
は
、
単
な
る
謙
遜
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
か
と
言
っ
て
、
そ

の
裏
に
単
に
衿
持
を
密
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
双
方
を
包
合
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
浄
る
り
作
者
と
し
て
功
な
り
名
を
と
げ
て
も
、
幕
藩
体
制
下
に
あ

っ
て
は
い
ぜ
ん
事
実
と
し
て
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
で
し
か
な
い
、
一
介
の
河

原
者
と
し
て
の
厳
し
い
自
己
認
識
を
背
景
に
し
た
複
雑
な
意
識
の
揺
ら
ぎ
を
示

し
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
辞
世
文
中
の
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
言
葉
に

関
し
て
は
、
そ
こ
に
近
松
の
謙
遜
や
卑
下
を
認
め
る
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ

　
◎っ

た
。
注
目
す
べ
き
見
解
と
し
て
は
、
河
竹
繁
俊
氏
が
辞
世
文
全
体
に
関
し
て

だ
が
、
　
「
劇
作
者
と
い
う
存
在
に
対
す
る
自
朝
の
ひ
び
き
が
あ
る
」
と
し
、

「
自
分
の
芸
術
に
対
す
る
不
満
、
劇
作
者
と
い
う
杜
会
的
存
在
に
対
す
る
疑

惑
」
の
二
つ
の
問
題
を
、
近
松
が
死
を
目
前
に
し
て
自
分
に
問
う
て
い
る
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
＠

と
し
た
も
の
が
あ
る
。
河
竹
氏
が
こ
の
辞
世
文
に
近
松
の
「
自
覇
の
ひ
び
き
」

を
感
じ
、
「
劇
作
者
と
い
う
杜
会
的
存
在
に
対
す
る
疑
惑
」
を
読
み
と
っ
た
こ

と
は
当
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
近
松
の
自
己
の
存
在
に
対

す
る
「
自
廟
」
や
「
疑
惑
」
は
、
彼
が
武
士
と
し
て
の
自
己
の
放
棄
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
河
原
者
の
一
員
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
し
た
日
か
ら
、
一
貫
し
て
脳

裏
を
よ
ぎ
っ
て
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
終
焉
に
あ
た
っ

て
「
無
覚
東
我
世
」
と
い
う
自
己
の
生
涯
に
対
す
る
認
識
が
働
き
、
　
「
世
の
ま

が
ひ
も
の
」
と
い
う
自
己
規
定
の
言
葉
が
出
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

広
末
氏
は
、
こ
の
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
言
葉
に
謙
遜
と
も
誇
示
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

も
区
別
し
が
た
い
意
識
を
感
じ
る
と
し
な
が
ら
も
、
　
「
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
狂
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
作
者
と
い
う
、
真
の
一
大
事
な
ど
と
は
無
縁
な
、
悪
場
所
の
芸
の
ま
が
い
の

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

作
者
を
、
そ
の
ま
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
個
の
独
立
し
た
存
在
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

近
松
は
お
し
だ
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
そ
の
ま
が
い
意
識
は
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

物
の
存
在
を
予
想
し
た
ま
が
い
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
で
き
る
。
武
士
か
ら
河
原
者
集
団
へ
と
い
う
近
松
の
転
身
も
、
こ
の
ま
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

へ
の
確
信
と
と
も
に
成
就
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
。
し
か
し
、
近
松
が

自
己
を
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
し
た
意
識
の
あ
り
よ
う
は
、
は
た
し
て
「
本

物
の
存
在
を
予
想
し
た
ま
が
い
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
っ
っ
あ
っ
た
」
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
「
本
物
の
存
在
」
に
、
っ
ま
り
、
武
士

や
、
河
原
者
以
外
の
町
人
と
し
て
の
生
活
に
執
着
し
こ
だ
わ
り
続
け
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
一
方
に
歌
舞
伎
・
浄
る
り
作
者
と
し
て
の
衿
持
を
秘
め

な
が
ら
も
、
そ
こ
に
帰
り
え
な
い
自
己
を
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
呼
ば
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
「
隠
に
似
て
隠
に
あ
ら
ず
、
賢
に
し
て
賢
な
ら
ず
、
物
知
り

に
似
て
何
も
知
ら
ず
」
と
い
う
、
い
ず
れ
の
側
に
も
、
い
ず
れ
の
位
置
に
も
、

確
固
と
し
て
一
身
を
保
ち
え
な
い
、
い
わ
ば
体
制
下
を
不
安
定
に
浮
遊
す
る
し

か
な
か
っ
た
近
松
の
自
家
撞
着
の
悲
し
さ
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　
近
松
に
と
っ
て
自
己
の
生
涯
は
ま
さ
に
「
無
覚
東
我
世
」
以
外
の
な
に
も
の

で
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
揺
ら
ぎ
は
、
彼
が
武
士
か
ら
河
原
者



へ
と
転
落
し
て
行
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
。
た
え
ず
武
士
と
し
て
の
自
己
の
否
定
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
河
原

者
の
一
員
と
し
て
再
生
し
、
上
昇
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
近
松
を
支
配
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
よ
い
事
が
ま
し
う
上
る
り
本
二
作
者
か
く
さ

へ
ほ
め
ら
れ
ぬ
事
じ
や
二
此
比
は
き
や
う
げ
ん
ま
て
二
作
者
を
書
剰
芝
居
の
か

ん
ば
ん
辻
ぐ
の
札
一
も
作
者
近
松
と
書
し
る
す
い
か
い
じ
ま
ん
と
み
へ
た
り

…
…
」
と
非
難
を
浴
び
た
と
き
、
逆
に
そ
の
自
己
否
定
の
深
み
か
ら
、
　
「
と
か

く
身
す
ぎ
が
大
事
一
て
侯
古
な
ら
ば
何
と
て
あ
さ
く
し
く
作
者
近
松
な
ど
と

書
給
ふ
べ
き
や
時
ぎ
ゃ
う
に
お
よ
び
た
る
ゆ
え
芝
居
事
で
く
ち
は
っ
べ
き
覚
悟

の
上
也
し
か
ら
ば
と
て
も
の
事
に
人
に
し
ら
れ
た
が
よ
い
は
づ
じ
や
…
…
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

居
直
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
松
が
河
原
者
の
一
員
と
し
て
再
生
し
、
上
昇
し
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
は
単
に
武
士
と
し
て
の
自
己
の
否
定
を
持
続
的
に
媒
介
に
す
る
だ
け

で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
河
原
者
自
体
が
い
わ
ゆ
る
制
外
者
と
し
て
差
別
さ

れ
、
非
人
と
し
て
賎
視
・
蔑
視
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
近

松
は
そ
の
よ
う
な
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
に
も
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
自
己
規
定
の
意
識
は
、
近
松
が
武
士
か
ら
の
転

落
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
側
面
と
同
等
の
比
重
で
、
他
方
、
そ
の
行
き

着
い
た
先
が
他
な
ら
ぬ
制
外
者
と
し
て
差
別
さ
れ
、
賎
視
さ
れ
た
河
原
者
の
世

界
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
生
ず
る
。
近
松
が
「
芝
居
事
で
く
ち
は
つ
べ
き
覚

　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

悟
」
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
覚
悟
と
は
、
武
士
と
し
て
の
自
己
の
否
定
と
同
時

に
、
河
原
者
の
一
員
と
し
て
と
う
ぜ
ん
こ
の
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
を
も
身
に
浴

び
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
近
松
は
一
方
で
「
本
物
の
存

在
」
に
絶
え
ず
こ
だ
わ
り
続
け
、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
し
、
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
歌
舞
伎
・
浄
る
り
作
者
と
し
て
立
と
う
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
に
曝
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
自
己

矛
盾
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
二
重
構
造
的

な
意
識
の
あ
り
よ
う
は
近
松
に
お
け
る
自
己
否
定
の
意
識
の
あ
り
よ
う
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
圭
言
え
る
。

　
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
意
識
は
、
そ
の
賎
民
意
識
的
側
面
に
限
っ
て

言
え
ば
、
近
松
ば
か
り
で
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
芸
能
に
携
わ
っ
た
者
一
般

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
非
人
と
し
て
し
か
認
知
さ
れ
ず
、
限
ら

れ
た
職
種
に
し
か
就
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
居
住
区
も
限
定
さ
れ
て
賎
視
．
蔑

視
を
身
に
浴
び
て
生
き
て
い
た
。
歌
舞
伎
役
者
や
浄
る
り
太
夫
な
ど
一
部
の
上

層
集
団
の
脱
賎
民
化
が
進
捗
し
て
い
た
と
は
言
え
、
　
「
河
原
者
」
と
い
う
賎
称

が
す
で
に
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
で
さ
え
特
に
興
業
面
で
完
全
に
賎
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

的
世
界
と
の
紐
帯
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
も
と

も
と
賎
民
層
の
出
身
で
は
な
い
宇
治
加
賀
橡
が
、
浄
る
り
を
謡
に
結
び
っ
け

て
、
そ
の
脱
賎
民
化
を
企
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
例
が
出
て
来
て
も
不
思
議
で
は

　
＠

な
い
。
し
か
し
、
視
点
を
移
し
て
み
る
と
、
芸
能
の
場
は
そ
の
よ
う
な
河
原
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

が
い
わ
ば
非
人
で
あ
る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
自
己
を
主
張

し
、
感
情
を
解
放
し
う
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
言
う
よ
り

も
、
彼
ら
は
日
常
生
活
に
お
け
る
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
を
逆
手
に
と
っ
て
、
固

定
的
な
発
想
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
芸
を
も
っ
て
日
常
性
を
突
き
破
る
意

表
に
出
、
そ
の
こ
と
で
彼
ら
以
外
の
人
間
達
の
感
情
を
も
日
常
性
か
ら
解
放
し

う
る
場
を
形
成
し
え
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
舞
台
に
お
け
る
栄
光
を
獲
得
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
浴
び
せ
ら
れ
る
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱

を
や
は
り
徹
底
し
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
彼
ら
も
ま

た
日
常
生
活
に
お
け
る
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
と
舞
台
に
お
け
る
栄
光
と
の
自
家

撞
着
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
「
芝
居
事
で
く
ち
は
っ
べ
き
覚
悟
」
を
し
て
、
作
者
と
し
て
の
栄
光
を
生
き

よ
う
と
し
た
近
松
は
、
こ
の
よ
う
な
河
原
者
の
生
き
方
に
自
己
を
投
入
し
た
。

そ
れ
は
武
士
か
ら
の
転
落
者
と
し
て
の
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
自
家
撞

着
と
、
武
士
と
し
て
の
自
己
の
否
定
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
河
原
者
の
境
涯
そ
の

も
の
を
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い

う
自
家
撞
着
と
の
、
い
わ
ば
二
重
の
自
家
撞
着
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
自
家
撞
着
を
生
き
て
、
な
お
か
つ
歌
舞
伎
・
浄
る
り

作
者
と
し
て
上
昇
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
行
く
べ
き
所
の
な
い
近

松
に
と
っ
て
、
よ
り
一
層
激
し
い
自
己
矛
盾
を
生
き
て
、
そ
の
緊
張
し
た
意
識

を
持
し
つ
つ
、
武
士
と
し
て
の
自
己
を
否
定
し
、
河
原
者
の
一
員
と
し
て
賎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

視
・
蔑
視
の
屈
辱
そ
の
も
の
を
徹
底
し
て
生
き
切
る
以
外
に
は
な
い
。
武
士
か

ら
河
原
者
へ
と
い
う
転
落
の
過
程
で
、
近
松
は
こ
の
よ
う
な
形
の
自
己
否
定
の

意
識
を
内
包
し
っ
つ
、
歌
舞
伎
・
浄
る
り
作
者
と
し
て
の
自
己
形
成
を
と
げ

た
。
そ
こ
に
、
現
実
に
対
し
て
否
定
的
な
契
機
を
は
ら
む
心
中
死
の
実
際
を
凝

視
し
、
「
恋
の
手
本
」
た
り
う
る
生
の
燃
焼
を
発
見
し
認
識
し
う
る
視
座
も
確

保
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

）２（

死
者
を
見
る
眼

　
近
松
が
、
現
実
に
は
惨
め
で
浮
薄
な
行
為
と
し
て
処
理
さ
れ
る
か
、
あ
る
い

は
興
味
本
位
の
眼
で
見
ら
れ
が
ち
な
男
女
の
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と
し
て

措
定
し
え
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
恋
の
た
め
に
元
禄
期
の
町
人

の
矛
盾
を
生
き
て
死
な
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
間
を
発
見
し
、
そ
の
よ
う
な
人

間
の
生
と
死
に
時
代
の
あ
る
べ
き
人
間
像
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
こ
の
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と
す
る
近
松
の
認
識
は
、
お
そ
ら
く

『
曽
根
崎
心
中
』
一
編
の
作
晶
構
造
を
究
極
的
に
決
定
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
だ
が
、
こ
の
認
識
は
た
だ
単
に
近
松
の
元
禄
期
の
町
人
の
矛
盾
を
凝
視
し

う
る
眼
が
そ
れ
を
可
能
に
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
死
者
に
対

す
る
習
俗
的
な
対
応
の
し
か
た
に
基
づ
い
た
発
想
が
介
在
し
て
い
た
。
す
で
に

冒
頭
で
諸
説
を
紹
介
し
な
が
ら
触
れ
た
よ
う
に
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
構
想
に

は
、
「
観
音
廻
り
」
の
段
に
お
け
る
主
人
公
お
初
の
招
魂
と
い
う
呪
的
宗
教
的



習
俗
に
よ
る
発
想
が
係
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
発
想
が
「
観

音
廻
り
」
と
対
応
す
る
形
で
附
加
さ
れ
て
い
る
、
「
き
せ
ん
く
ん
じ
ゆ
ゑ
か
う

の
た
ね
み
ら
い
成
仏
う
た
が
ひ
な
き
恋
の
、
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
、

一
編
の
結
び
の
詞
章
の
死
者
に
対
す
る
姿
勢
の
う
ち
に
も
と
う
ぜ
ん
関
与
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
死
者
の
招
魂
あ
る
い
は
鎮
魂
と
い
う
発
想
は
、
死
者
に
対
す
る
呪
的
宗
教
的

習
俗
に
基
づ
く
慰
撫
儀
礼
か
ら
く
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
『
曽
根
崎
心
中
』
に
導
入

さ
れ
た
の
か
。
た
と
え
ば
桜
井
徳
太
郎
氏
に
よ
る
伊
勢
・
志
摩
地
方
の
巫
女
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

せ
の
調
査
と
考
察
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
に
ょ
れ
ば
、
伊
勢
・
志
摩
地
方
で
は
死
者
の
埋
葬
の
翌
日
、
シ
ァ
ゲ
の
後
に

口
寄
せ
巫
女
を
喪
家
に
招
い
て
、
ア
ラ
ク
チ
（
新
口
）
の
巫
女
寄
せ
が
行
わ
れ

る
。
そ
の
目
的
は
一
度
鋲
め
た
死
霊
を
呼
ぴ
出
し
て
き
て
、
そ
の
心
境
や
死
の

原
因
、
遺
族
や
知
友
縁
者
へ
の
願
望
を
述
べ
さ
せ
、
す
べ
て
の
怨
念
を
吐
き
出

さ
せ
て
、
い
さ
さ
か
の
思
い
残
し
も
な
く
他
界
へ
赴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

仕
向
け
る
こ
と
に
あ
る
。
と
う
ぜ
ん
死
に
ざ
ま
が
尋
常
で
な
い
、
非
業
の
横
死

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
こ
の
慰
撫
儀
礼
は
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
堀
一
郎
氏

は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
御
霊
に
仕
え
ず
に
死
霊
の
言
を
取
り
つ
ぐ
職
能
を
持

っ
た
口
寄
せ
巫
女
の
発
生
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
活
躍
し
た
時
代
が
長
い
問
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
察
し
て
い
る
。
近
松
も
『
卯
月
の
紅
葉
』
（
宝
永
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

年
・
一
七
〇
六
）
で
、
主
人
公
の
お
亀
が
行
方
不
明
の
夫
与
兵
衛
の
生
口
を
巫

　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

女
町
で
寄
せ
て
も
ら
う
あ
り
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
生
口
で
あ
っ

　
、
　
　
、

て
死
口
で
は
な
い
が
、
巫
女
町
の
存
在
が
知
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
た
と
え

ば
こ
の
種
の
巫
女
の
存
在
な
ど
を
通
し
て
、
心
中
死
の
よ
う
な
尋
常
で
な
い
死

に
ま
と
わ
り
っ
い
た
穣
れ
や
怨
念
は
浄
化
さ
れ
鎮
魂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
観
念
が
、
一
般
人
の
間
に
も
か
な
り
普
遍
的
に
働
い
て
い
た
こ
と
が
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

解
さ
れ
る
。
「
観
音
廻
り
」
は
歌
舞
伎
の
幕
開
き
の
出
端
を
導
入
し
た
と
い

う
、
趣
向
上
の
問
題
と
し
て
も
看
過
で
き
な
い
重
要
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る

＠が
、
そ
の
内
実
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
き
、
確
か
に
観
音
の
示
現
に
お
初

　
　
　
　
　
　
　
＠

の
示
現
を
重
層
さ
せ
、
　
「
恋
愛
感
情
と
霊
地
廻
り
の
統
一
」
を
企
っ
た
「
亡
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

招
降
の
段
」
と
し
て
の
意
味
を
荷
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
文
字
通
り
大
阪
三

十
三
ケ
所
の
観
音
廻
り
と
い
う
霊
地
巡
礼
の
形
式
の
う
ち
に
、
主
人
公
お
初
の

死
霊
の
浄
化
と
招
降
が
語
ら
れ
て
い
る
。
中
山
太
郎
氏
は
九
州
北
部
の
、
・
、
コ
ジ

ョ
ウ
（
口
寄
巫
女
）
が
十
三
仏
の
御
詠
歌
や
三
十
三
番
の
札
所
巡
礼
歌
を
亡
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

招
降
の
た
め
の
手
続
き
と
し
て
い
た
例
の
報
告
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
例

か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
観
音
廻
り
」
に
は
舞
台
表
現
上
の
プ
ロ
ロ
ー

グ
と
し
て
の
形
式
を
内
部
か
ら
支
え
る
招
魂
の
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
。
近
松

は
鎮
魂
の
発
想
に
支
え
ら
れ
て
、
ま
ず
劇
の
初
発
で
あ
る
「
観
音
廻
り
」
に
お

い
て
死
者
を
招
魂
し
、
一
編
を
通
し
て
そ
の
苦
患
に
満
ち
た
か
っ
て
の
生
の
あ

り
よ
う
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
構
成
の
骨
格
は
、
冒
頭
の
「
観
音
廻
り
」
、
恋
の
葛
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

を
軸
に
二
人
の
生
の
苦
患
を
描
く
中
心
部
、
そ
の
苦
患
を
集
約
し
、
非
業
の
横

死
を
強
調
す
る
「
道
行
」
と
心
中
場
か
ら
な
る
終
部
、
そ
し
て
「
み
ら
い
成
仏

う
た
が
ひ
な
き
恋
の
、
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
結
び
の
詞
章
か
ら
成
っ

て
い
る
。
「
観
音
廻
り
」
が
亡
霊
招
降
の
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
結
び
の
詞

章
は
そ
れ
に
対
応
し
た
鎮
魂
の
言
葉
で
あ
り
、
中
心
部
・
終
部
は
こ
の
鎮
魂
の

対
象
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
ゼ
生
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
っ
ま
り
、
そ
れ
は
；
日
で
言
え
ば
生
の
苦
患
と
非
業
な
死
に
ざ
ま
の
強
調

で
あ
る
。
し
か
し
、
お
初
．
徳
兵
衛
が
た
だ
鎮
魂
の
対
象
と
し
て
の
み
の
存
在

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
生
の
苦
患
と
非
業
な
死
に
ざ
ま
の
強
調
は
確
か
に
不

可
欠
の
前
提
条
件
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
二
人
の
生
と
死
の
あ
り
よ
う
を
そ

の
ま
ま
「
恋
の
手
本
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
心

中
死
と
い
う
尋
常
で
な
い
死
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
穣
れ
や
怨
念
に
よ
っ
て
醸
成

さ
れ
る
忌
避
の
感
情
が
先
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

死
を
と
げ
た
者
を
「
恋
の
手
本
」
と
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
別
の
認
識
方
法

に
媒
介
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
広
末
氏
は
か
っ
て
近
松
が
主
人
公
の
情
死
を
未
来
成
仏
に
結
び
っ
け
、
世
俗

的
現
実
を
超
え
た
仏
者
的
慈
悲
に
功
け
ら
れ
て
悲
劇
的
葛
藤
を
書
い
た
と
説
い

ゆた
。
ま
た
森
山
重
雄
氏
は
、
近
松
が
「
心
中
と
い
う
あ
る
意
味
で
み
じ
め
な
恋

を
、
未
来
成
仏
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
、
選
ぱ
れ
た
人
間
の
特
権
的
な
恋
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
り
か
え
た
の
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

う
に
、
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と
し
え
た
近
松
の
認
識
方
法
に
未
来
成
仏
思
想

が
深
く
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
先
の
一
編
の
結
び
の
詞
章
か
ら
も

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
曽
根
崎
心
中
』
に
認
め
ら
れ
る
未
来
成
仏
思
想

は
、
中
世
、
と
り
わ
け
親
鷲
を
頂
点
と
す
る
浄
土
教
の
「
厳
格
な
る
非
連
続
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

二
世
界
観
に
立
脚
す
る
来
世
主
義
」
で
は
な
い
。
「
道
行
」
に
出
立
し
た
お
初

が
、
「
か
み
や
ほ
と
け
に
か
け
お
き
し
げ
ん
ぜ
の
ぐ
は
ん
を
今
こ
こ
で
、
み
ら

い
へ
ゑ
か
う
し
の
ち
の
よ
も
な
お
し
も
一
っ
は
ち
す
ぞ
や
」
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
現
世
で
報
わ
れ
な
い
恋
を
来
世
で
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
現
世
肯
定
に
立
脚
す
る
来
世
観
で
あ
る
。
お
初
・
徳
兵
衛
は
、

説
経
に
お
け
る
主
人
公
達
の
よ
う
に
受
難
の
末
に
現
世
的
に
救
済
さ
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

神
仏
に
転
生
し
た
り
せ
ず
に
、
心
中
死
の
末
に
あ
く
ま
で
「
み
ら
い
成
仏
う
た

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
ひ
な
き
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
、
来
世
で
の
成
仏
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
主
人
公
達
が
恋
の
た
め
に
元
禄
期
の
町
人
の
矛
盾
を
全

身
的
に
生
き
て
死
ん
だ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
現
世
的
に
報
わ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
彼
ら
を
せ
め
て
来
世
に
お
い
て
救
済
し
て
や
ろ
う
と
す
る
、
あ
く
ま

で
現
世
中
心
的
な
理
解
の
し
か
た
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
先
の
結
び
の
詞
章
が
横

死
を
と
げ
た
死
者
に
対
す
る
呪
的
宗
教
的
習
俗
に
基
づ
く
鎮
魂
の
言
葉
で
あ
る

と
と
も
に
仏
教
的
な
未
来
成
仏
思
想
に
よ
る
救
済
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
よ
う
。

か
つ
て
原
道
夫
氏
は
『
曽
根
崎
心
中
』
の
結
び
の
詞
章
に
、
「
彼
ら
は
現
世



的
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
そ
の
全
身
的
行
為
の
故
に
来
世
に
お
い

て
は
必
ず
『
成
仏
』
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
近
松
の
認
識
を
読
み
と
り
っ

っ
、
同
時
代
の
他
作
者
の
世
話
浄
る
り
や
歌
祭
文
な
ど
に
比
し
て
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
追
善
・
回
向
の
姿
勢
の
特
異
性
が
観
取
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
の
『
曽

根
崎
心
中
』
に
お
け
る
追
善
・
回
向
の
姿
勢
の
特
異
性
は
、
見
て
き
た
よ
う
な

死
者
に
対
す
る
鎮
魂
と
救
済
の
姿
勢
の
重
層
に
起
因
し
て
い
る
。
近
松
は
素
材

と
な
っ
た
お
初
・
徳
兵
衛
の
心
中
死
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
恋

の
た
め
に
矛
盾
を
生
き
て
破
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
間
像
を
見
出
し

た
。
だ
が
、
そ
の
と
き
同
時
に
そ
の
よ
う
な
死
を
と
げ
た
者
を
鎮
魂
し
、
救
済

し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
や
救
済
の
姿
勢
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
の
側
に
潜
在
し
た
呪
的
宗
教
的
習
俗
や
、
あ
る
い

は
仏
教
的
な
色
彩
を
帯
ぴ
た
未
来
成
仏
思
想
に
よ
る
発
想
に
訴
え
、
そ
こ
に
生

ず
る
共
感
作
用
を
通
し
て
、
当
時
の
町
人
の
倫
理
意
識
や
生
活
規
範
か
ら
す
る

一
般
的
な
心
中
観
や
興
味
本
位
の
眼
か
ら
、
お
初
・
徳
兵
衛
の
心
中
死
を
解
き

放
っ
た
。
そ
こ
に
他
作
者
の
世
話
浄
る
り
や
歌
祭
文
、
あ
る
い
は
世
話
狂
言
に

比
し
て
、
主
人
公
に
対
す
る
追
善
・
回
向
の
姿
勢
が
強
調
さ
れ
る
必
然
性
が
あ

っ
た
。

　
近
松
は
み
ず
か
ら
が
武
士
か
ら
河
原
者
へ
と
い
う
転
落
の
過
程
で
獲
得
し
た

現
実
認
識
の
眼
と
、
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
と
救
済
と
い
う
習
俗
的
な
理
解
の
し

か
た
と
の
重
層
し
た
視
線
に
よ
っ
て
、
素
材
と
な
っ
た
お
初
・
徳
兵
衛
の
心
中

　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

死
を
見
据
え
た
。
こ
の
よ
う
な
重
層
し
た
死
者
を
見
る
眼
に
よ
っ
て
、
二
人
の

心
中
死
を
は
じ
め
て
「
恋
の
手
本
」
と
し
て
措
定
し
え
、
そ
れ
に
真
に
ふ
さ
わ

し
い
人
問
像
と
そ
の
行
為
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

３

心
中
場
の
不
可
欠
性

冒
頭
で
簡
略
に
紹
介
し
た
こ
と
だ
が
、
広
末
氏
は
近
松
が
、
　
「
心
中
の
な
か

に
、
敗
北
と
同
時
に
完
成
を
見
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
悲
劇
的
帰
結
へ
の
条
件

を
潜
在
的
に
含
む
状
況
と
し
て
、
最
初
の
状
況
が
主
人
公
の
行
為
と
と
も
に
構

想
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
す
る
、
世
話
浄
る
り
に
お
け
る
「
逆
構
想
」
の
論
理
を

指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
「
観
音
廻
り
」
を
、
劇
の
中
で
は

帰
結
と
し
て
現
わ
れ
る
カ
タ
ル
シ
ス
ー
敗
北
即
完
成
と
い
う
悲
劇
的
認
識

ー
が
未
来
成
仏
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
実
は
発
想
の
起
点
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
い
て
、
そ
れ
が
構
成
の
う
え
に
も
現
出
し
て
い
る
も
の
だ
と
し
た
。
広
末
氏

は
そ
の
後
今
尾
氏
の
「
観
音
廻
り
」
が
「
人
間
に
お
け
る
死
と
生
の
循
環
、
つ

ま
り
死
と
復
活
に
関
す
る
一
般
の
了
解
」
に
支
え
ら
れ
て
発
想
さ
れ
て
い
る
と

　
　
ゆ

す
る
説
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
が
お
初
の
「
亡
霊
招
降
」
の
段
で
あ
る
こ
と
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

摘
し
、
こ
の
点
か
ら
も
「
逆
構
想
」
の
論
理
を
補
足
説
明
し
た
。
確
か
に
、

「
観
音
廻
り
」
の
段
の
設
置
の
主
た
る
必
然
性
は
、
今
尾
．
郡
司
．
広
末
氏
ら

の
諸
説
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
編
が
呪
的
宗
教
的
習
俗
に
基
づ
い

た
発
想
に
支
え
ら
れ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
劇
的
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

が
結
末
か
ら
発
端
へ
と
逆
に
構
想
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
基
本
的
に
は
広
末

氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
編
の
具
体
的
な
構
成
の
順
序
に

関
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
結
末
か
ら
冒
頭
へ
と
な
さ
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
惨
め
な
心
中
死
の
実
際
を
「
恋
の
手
本
」
と
し
え
た
・

い
わ
ば
逆
説
的
な
近
松
の
認
識
の
構
造
に
深
く
規
定
さ
れ
て
な
さ
れ
て
い
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
他
作
品
に
類
を
み
な
い
ほ
ど

凄
惨
な
心
中
場
の
描
写
は
解
明
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
　
　
色
　
　
　
　
　
ハ
ル

　
、
ま
な
こ
も
く
ら
み
手
も
ふ
る
ひ
よ
は
る
心
を
引
な
を
し
、
と
り
な
を
し

　
　
　
　
　
ウ

　
て
も
な
を
ふ
る
ひ
っ
く
と
は
す
れ
ど
き
つ
さ
き
は
あ
な
た
へ
は
づ
れ
、
こ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色

　
た
へ
そ
れ
、
二
三
ど
ひ
ら
め
く
っ
る
ぎ
の
は
、
あ
つ
と
ぱ
か
り
に
の
ど
ぶ
え

　
　
ハ
ル
　
　
　
　
　
　
　
上

に
、
ぐ
っ
と
と
ほ
る
か
な
む
あ
み
だ
、
く
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
と
・
く
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
ほ
し
く
り
と
ほ
す
う
で
さ
き
も
、
よ
は
る
を
見
れ
ば
両
手
を
の
べ
、
だ
ん
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ク
リ

　
つ
ま
の
四
く
ハ
く
、
あ
は
れ
と
へ
い
ふ
も
あ
ま
り
有
、
我
と
て
も
を
く
れ
ふ

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色
　
　
　
　
ハ
ル

　
カ
い
き
は
一
ど
に
引
と
ら
ん
と
、
か
み
そ
り
取
て
の
ど
に
っ
き
立
、
っ
か
も

　
お
れ
よ
は
も
く
だ
け
よ
と
ゑ
ぐ
り
、
く
り
く
り
め
も
く
る
め
き
、
く
る
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ツ

　
い
き
も
あ
か
つ
き
の
ち
し
ご
に
つ
れ
て
た
え
は
て
た
り

　
こ
の
よ
う
な
血
糊
の
臭
い
の
ふ
ん
ぷ
ん
と
漂
う
心
中
場
の
執
鋤
な
描
写
は
い

っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
曽
根
崎
心
中
』
が
観
客
も
既
知

の
事
件
を
舞
台
上
で
再
現
し
て
み
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
き
わ
物
」
と
し
て
制
作

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
だ
け
で
は
と
う
て
い
説
明
し
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
：
一

確
か
に
、
当
事
者
達
が
ど
の
よ
う
に
し
て
心
中
死
を
と
げ
た
か
と
い
う
、
観
客

側
の
事
件
的
な
興
味
に
応
じ
た
側
面
も
あ
る
程
度
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
そ

れ
だ
け
の
理
由
に
し
て
は
こ
の
描
写
は
あ
ま
り
に
も
酸
鼻
す
ぎ
る
。
他
作
者
の

世
話
浄
る
り
に
こ
れ
ほ
ど
執
鋤
で
凄
惨
な
心
中
場
の
描
写
が
見
当
ら
な
い
点
か

ら
も
、
こ
の
よ
う
な
凄
惨
な
心
中
場
描
写
の
必
然
性
は
作
晶
の
「
き
わ
物
」
的

性
格
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
本
質
的
に
は
近
松
の
心
中
死
を
「
恋
の

手
本
」
と
す
る
認
識
の
構
造
に
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
、
心
中
死
と
い
う
行
為
が
義
理
・
情
・
金
・
一

分
意
識
な
ど
、
主
人
公
の
お
初
・
徳
兵
衛
が
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
矛

盾
の
止
揚
の
形
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と

す
る
近
松
の
措
定
は
け
っ
し
て
単
純
に
、
直
線
的
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
矛
盾
の
止
揚
と
い
う
回
路
を
経
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
松
の
二
重
の
自
家
撞
着
の
深
み
か
ら
形

成
さ
れ
た
自
己
否
定
の
意
識
は
、
心
中
死
の
実
際
を
冷
厳
に
相
対
化
し
う
る
よ

う
な
現
実
凝
視
の
視
線
を
生
ん
だ
。
近
松
は
こ
の
視
線
に
よ
っ
て
、
現
実
に
打

ち
ひ
し
が
れ
敗
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
惨
め
な
脱
落
者
と
し
て
の
心
中
者
の
姿

を
凝
視
し
、
そ
こ
か
ら
心
中
死
と
い
う
行
為
を
生
み
出
す
元
禄
期
の
町
人
の
矛

盾
を
掘
り
起
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
の
止
揚
の
結
果
と
し
て
心
中
死
と
い

う
行
為
を
意
味
づ
け
、
位
置
づ
け
直
し
た
。
つ
ま
り
、
心
中
死
の
惨
め
さ
や
酸

鼻
さ
の
実
際
を
そ
れ
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
矛
盾



を
止
揚
さ
せ
る
形
で
、
そ
の
惨
め
さ
や
酸
鼻
さ
を
死
を
賭
し
た
恋
の
激
越
さ
の

内
実
と
し
て
転
位
さ
せ
た
。
そ
の
と
き
、
こ
の
転
位
を
可
能
に
す
る
上
で
、
先

に
述
べ
た
死
者
に
対
す
る
呪
的
宗
教
的
習
俗
に
ょ
る
鎮
魂
や
、
仏
教
的
な
未
来

成
仏
思
想
に
よ
る
救
済
と
い
っ
た
発
想
が
き
わ
め
て
有
効
に
機
能
し
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
矛
盾
に
引
き
裂
か
れ
た
苦
患
に
満
ち
た
生
の
あ
り
よ
う
と
、

そ
の
果
て
の
凄
惨
で
非
業
な
横
死
と
は
、
真
に
救
済
や
鎮
魂
に
値
す
る
対
象
と

し
て
二
人
を
浮
上
さ
せ
る
。
近
松
は
こ
の
よ
う
な
発
想
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、

心
中
死
の
惨
め
さ
、
酸
鼻
さ
を
恋
の
激
越
さ
の
内
実
と
し
て
転
位
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と
す
る
措
定
を
揺
ぎ
な
い
も

の
に
し
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
、
お
初
・
徳
兵
衛
の
矛
盾
に
満
ち

た
行
為
の
一
身
を
賭
し
た
止
揚
の
場
で
あ
り
、
救
済
や
鎮
魂
に
値
す
る
生
の
苦

患
の
集
約
点
、
な
い
し
非
業
な
死
に
ざ
ま
の
強
調
と
も
い
う
べ
き
心
中
場
は
、

そ
の
描
写
が
酸
鼻
で
凄
惨
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
二
人
の
恋
の
激
し
さ
の
内
実

と
し
て
観
客
の
胸
を
打
ち
、
彼
ら
が
「
恋
の
手
本
」
と
し
て
真
に
ふ
さ
わ
し
い

存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
と
も
な
る
。
い
わ
ば
心
中
場
の
凄
惨
な
描
写
は
、
た
と

え
ば
西
鶴
が
、
「
義
理
に
あ
ら
ず
。
情
に
あ
ら
ず
。
皆
不
自
由
よ
り
無
常
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
づ
き
。
是
非
の
さ
し
っ
め
に
て
。
か
く
は
な
れ
り
。
」
と
し
た
よ
う
な
心
中

死
の
実
像
を
、
日
常
性
を
超
え
た
悲
劇
的
な
ヵ
タ
ル
シ
ス
を
醸
成
す
る
激
越
な

恋
の
あ
り
よ
う
と
し
て
鮮
か
に
提
示
し
直
す
う
え
で
、
決
定
的
な
役
割
を
荷
っ

て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
惨
め
な
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と
す
る
、
逆
説

　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

的
な
認
識
を
一
編
の
浄
る
り
と
し
て
具
体
的
に
構
成
し
、
表
現
し
よ
う
と
し
た

近
松
に
と
っ
て
、
心
中
場
の
設
定
と
そ
の
凄
惨
な
描
写
と
は
不
可
欠
の
前
提
条

件
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
松
は
『
曽
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
、
心
中
死
を
「
み
ら
い
成
仏
う
た
が
ひ

な
き
恋
の
、
手
本
」
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
素
材
と
な
っ
た
お
初
・
徳

兵
衛
の
心
中
死
を
一
身
を
賭
し
た
矛
盾
の
止
揚
の
行
為
と
し
て
見
る
と
と
も

に
、
そ
の
生
と
死
を
鋲
魂
や
救
済
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
見
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
の
も
と
に
主
人
公
を
形
象
し
、
恋
の
悲
劇

を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
鎮
魂
や
救
済
の
前
提
と
な
る
凄

惨
な
心
中
場
の
設
定
が
何
よ
り
も
先
に
必
要
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
『
曽
根

崎
心
中
』
の
構
成
は
、
そ
の
成
立
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
心
中
場
の
設
定
を
起

点
に
し
て
、
次
に
冒
頭
の
招
魂
の
段
で
あ
る
「
観
音
廻
り
」
、
そ
の
後
に
二
人

の
恋
の
受
難
を
描
き
、
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
ら
の
生
を
描
い
て
み
せ

る
「
生
玉
社
境
内
」
の
段
、
「
天
満
屋
」
の
段
が
設
置
さ
れ
、
す
べ
て
を
集
約

し
、
心
中
場
に
続
け
る
「
道
行
」
と
い
う
順
序
で
な
さ
れ
た
。
「
此
の
よ
の
な

ご
り
、
夜
も
な
ご
り
、
し
に
ｘ
ゆ
く
身
を
た
と
ふ
れ
ば
あ
だ
し
が
は
ら
の
道
の

し
も
、
一
あ
し
づ
二
に
き
え
て
ゆ
く
、
ゆ
め
の
ゆ
め
こ
そ
あ
わ
れ
な
れ
－
…
・
」

に
始
ま
る
著
名
な
「
道
行
」
は
、
次
に
来
る
凄
惨
な
心
中
場
を
経
過
さ
せ
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
、
主
人
公
達
の
苦
患
か
ら
の
解
放
へ
の
道
筋
で
も
あ
り
、
心

中
場
の
試
練
を
経
て
、
お
初
・
徳
兵
衛
は
未
来
成
仏
に
値
す
る
「
恋
の
手
本
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

と
し
て
救
い
上
げ
ら
れ
、
鎮
魂
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
構

成
は
完
成
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
近
松
が
心
中
死
を
「
恋
の
手
本
」
と

し
て
認
識
し
、
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
必
然
的
に
と
ら
れ
た
方
法
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
心
中
死
に
「
恋
の
手
本
」
を
見
た
近
松
が
、
自
己
の
認
識

を
他
な
ら
ぬ
世
話
浄
る
り
の
初
作
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
際
に
と
り
え

た
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
、
近
松
の
世
話
浄
る
り
作
者
と
し
て
の
始
発
と

『
曽
根
崎
心
中
』
の
成
立
を
考
察
し
て
き
た
。
近
松
の
自
己
形
成
と
心
中
死
の

認
識
の
し
か
た
、
そ
れ
ら
と
『
曽
根
崎
心
中
』
の
作
品
構
造
と
の
関
連
を
で
き

る
か
ぎ
り
詳
細
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
松
の
個
性
と
従
塞
言
わ
れ
て
き
た

呪
的
宗
教
的
習
俗
に
よ
る
発
想
と
の
相
関
を
整
理
し
て
み
た
。

　
近
松
の
現
実
を
相
対
化
す
る
視
線
、
つ
ま
り
矛
盾
を
見
据
え
う
る
眼
は
、
心

中
死
を
未
来
成
仏
に
値
す
る
「
恋
の
手
本
」
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

背
反
的
に
惨
め
で
酸
鼻
な
死
に
ざ
ま
を
見
ざ
る
を
え
ず
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
死

の
実
際
を
凝
視
す
れ
ば
、
そ
の
無
残
な
死
に
ざ
ま
の
う
ち
に
、
現
実
の
矛
盾
を

精
い
っ
ぱ
い
生
き
て
死
ん
だ
人
間
像
を
認
め
て
「
恋
の
手
本
」
と
し
て
救
い
上

げ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
二
律
背
反
を
必
然
的
に
生
ん
だ
。
こ
の
二
律
背
反

の
止
揚
の
契
機
は
「
世
の
ま
が
ひ
も
の
」
と
い
う
、
近
松
独
自
の
自
己
否
定
の

意
識
の
あ
り
よ
う
の
う
ち
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
河
原
者
が
日
常

的
な
場
に
お
け
る
賎
視
・
蔑
視
の
屈
辱
を
逆
に
舞
台
で
の
奔
放
な
感
情
の
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

に
転
じ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
近
松
も
ま
た
二
重
の
自
家
撞
着
と
い
う
日
常
性
に

耐
え
つ
つ
、
そ
の
日
常
性
を
否
定
し
超
え
よ
う
と
す
る
意
識
に
よ
っ
て
、
心
中

死
と
い
う
現
実
に
対
し
て
否
定
的
な
契
機
を
は
ら
む
行
為
に
、
現
実
の
姪
稽
を

断
ち
切
っ
て
飛
翔
し
よ
う
と
す
る
人
間
像
を
見
出
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
呪
的

宗
教
的
習
俗
に
よ
る
鎮
魂
や
、
さ
ら
に
そ
れ
が
仏
教
へ
と
傾
斜
し
た
未
来
成
仏

思
想
に
よ
る
発
想
の
支
え
が
あ
っ
た
が
、
近
松
は
そ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
個
性

的
な
認
識
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
発
想
を
作
晶
の
具
体
的
な
構
成
の

論
理
と
し
て
も
生
か
し
、
内
在
化
さ
せ
た
。
そ
こ
に
『
曽
根
崎
心
中
』
の
成
立

が
あ
り
、
近
松
の
世
話
浄
る
り
作
者
と
し
て
の
始
発
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
八
・
一
〇
・
三
〇
）

　
　
注

＠
　
　
『
日
本
芸
術
史
研
究
』
第
一
巻
（
歌
舞
伎
と
操
浄
瑠
璃
）
五
八
○
頁

◎
　
　
『
増
補
近
松
序
説
』
六
二
頁

　
　
　
『
か
ぷ
ぎ
の
美
学
』
二
六
八
頁

◎
　
　
「
注
釈
の
原
点
１
『
曽
根
崎
心
中
』
…
の
場
合
」
（
『
文
学
』
３
８
巻
第
４

　
号
）
な
お
、
氏
は
こ
の
よ
う
な
発
想
を
媒
介
し
え
た
理
由
と
し
て
、
女
身

　
　
観
音
を
は
じ
め
多
様
な
観
音
信
仰
の
あ
り
か
た
や
、
そ
れ
が
死
者
儀
礼
に

　
　
利
せ
ら
れ
、
呪
的
方
面
に
転
用
さ
れ
た
可
能
性
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

◎
　
　
「
近
松
の
芸
術
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
史
』
第
八
巻
）

◎
　
　
「
死
の
禁
忌
の
舞
台
化
－
近
松
の
『
観
音
廻
り
』
を
中
心
に
ー
」
（
『
文



　
学
』
３
９
巻
第
５
号
）

◎
　
以
下
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
藤
井
乙
男
校
註
『
近

　
松
世
語
物
全
集
』
上
巻
に
よ
る
。

＠
　
『
今
昔
操
年
代
記
』
下
巻
（
国
語
国
文
学
研
究
史
犬
成
１
０
『
近
松
』
所

　
収
に
よ
る
。
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
）

　
　
た
と
え
ば
、
森
修
氏
、
古
典
と
そ
の
時
代
ｗ
『
近
松
門
左
衛
門
』
、
大

　
久
保
忠
国
氏
「
囎
り
散
ら
し
た
一
生
－
生
涯
と
芸
術
」
（
日
本
古
典
鑑
賞

　
講
座
第
二
十
巻
『
近
松
』
所
収
）
な
ど
。

＠
　
人
物
叢
書
２
『
近
松
門
左
衛
門
』
二
四
－
二
五
頁
。

＠
　
　
「
ま
が
ひ
も
の
１
近
松
門
左
衛
門
－
」
（
『
悪
場
所
の
発
想
』
所
収
）

＠
　
　
『
野
郎
立
役
舞
台
大
鑑
』
（
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
一
巻
所
収
に
よ

　
る
。
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
）

＠
　
原
田
伴
彦
氏
「
封
建
時
代
賎
民
史
の
諾
間
題
」
（
『
日
本
封
建
制
下
の
都

　
市
と
社
会
』
所
収
）
参
照
。

＠
　
森
修
氏
前
掲
書
、
一
三
三
－
二
二
四
頁
参
照
。

＠
　
　
「
民
間
巫
俗
と
死
霊
観
（
下
）
１
伊
勢
・
志
摩
地
方
の
、
、
、
コ
寄
せ
ー
」

　
　
（
『
文
学
』
３
７
巻
１
０
号
）
。
以
下
の
記
述
は
こ
れ
に
よ
る
。

＠
　
　
『
我
が
国
民
問
信
仰
史
の
研
究
』
ｏ
宗
教
史
編
六
六
九
貢
。

＠
　
祐
田
善
雄
氏
「
曽
根
崎
心
中
の
歌
舞
伎
的
基
盤
」
（
『
国
文
学
論
集
』
昭

　
和
３
５
年
３
月
号
）
参
照
。

　
　
　
　
　
近
松
の
始
発

＠
　
◎
に
同
じ
。

＠
　
　
お
よ
び
◎
六
五
頁
。

ゆ
　
　
『
日
本
巫
女
史
』
七
〇
〇
１
七
〇
二
頁
。

＠
◎
に
同
じ
。

ゆ
　
　
「
近
世
演
劇
の
祭
式
性
と
即
興
性
」
（
『
封
建
庶
民
文
学
の
研
究
』
一
九

　
六
頁
。
）

＠
　
家
永
三
郎
氏
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』
（
叢
書

　
名
著
の
復
栗
版
）
九
六
頁
。

＠
　
　
「
『
曽
根
崎
心
中
』
の
意
義
－
発
生
期
の
世
話
浄
る
り
と
し
て
ー
」
（
『
近

　
松
論
集
』
第
一
集
所
収
）

＠
◎
に
同
じ
。

ゆ
＠
に
同
じ
。

ゆ
◎
に
同
じ
。

ゆ
　
　
『
誇
艶
大
鑑
』
巻
八
「
流
れ
は
何
の
因
果
経
」
（
『
定
本
西
鶴
全
集
』
所

　
収
に
よ
る
。
）

二
一
五
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