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一

　

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
民
衆
に

親
し
ま
れ
た
説
経
節
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
「
演
劇

的
な
芸
能
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
／
演
じ
ら
れ

る
物
語
を
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
に
み
る
と
、
そ
こ

に
は
時
代
に
よ
る
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
と
本

書
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
中
世
の
物
語
に
お

い
て
は
、
残
忍
な
暴
力
行
為
が
至
る
と
こ
ろ
で

公
的
機
関
に
よ
る
規
制
の
な
い
ま
ま
行
わ
れ
る

が
、
一
方
で
宗
教
的
な
奇
跡
へ
の
願
望
が
語
ら

れ
、
暴
力
を
受
け
た
主
人
公
も
救
済
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、近
世
期
の
物
語
で
は
暴
力
が
す
っ

か
り
影
を
潜
め
、
そ
の
か
わ
り
に
物
語
の
中
で

宗
教
的
な
救
済
が
描
か
れ
る
こ
と
も
な
い
（
七

―
一
〇
頁
）。

　

実
は
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
現
実
の
社
会
に

お
け
る
変
化
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

中
世
末
期
に
お
い
て
は
中
央
政
府
は
卓
越
し
た

軍
事
力
を
持
た
ず
（
し
た
が
っ
て
真
の
国
家
と

は
い
え
な
い
）、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
が
暴
力
手

段
を
保
持
し
行
使
し
て
い
た
。
し
か
し
近
世
初

期
に
は
正
当
的
な
暴
力
手
段
が
国
家
＝
徳
川
幕

府
へ
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
社
会
全
体

の
世
俗
化
も
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
の
社
会
環
境
の
変
動
と
り
わ
け

国
家
の
登
場
こ
そ
が
、
人
々
の
世
界
観
や
感
受

性
と
い
っ
た
「
心
性
」
を
変
え
た
の
だ
と
い
う

考
え
の
も
と
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
愛
好
し
た

物
語
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
環

境
と
人
々
の
心
性
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
（
四
―
五
頁
）。
こ
の
独
創
的
か
つ

困
難
な
課
題
を
分
析
す
る
に
際
し
て
は
、
社
会

学
を
中
心
と
し
て
（
本
書
の
元
と
な
っ
て
い
る

著
者
の
博
士
論
文
は
「
近
世
演
劇
の
社
会
学
的

考
察
」
と
題
さ
れ
て
い
る
）、
思
想
史
や
精
神
分

析
な
ど
の
多
様
で
幅
広
い
知
見
が
用
い
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
十
全
に
理
解
す
る
の
は
決
し
て
容
易

で
は
な
い
が
、
て
い
ね
い
な
ガ
イ
ド
が
適
宜
挟

ま
れ
て
い
る
の
で
論
理
を
た
ど
る
こ
と
は
さ
ほ

ど
難
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
語
り
物
な
ど
の
芸
能
に
対
す
る
従

来
の
見
方
に
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
・

芸
能
史
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
持
つ

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
中
で
も
「
心
性
」「
国
家
」

「
近
代
」「
異
性
愛
」
な
ど
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま

で
の
文
学
・
芸
能
史
研
究
が
十
分
に
扱
い
得
な

か
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
新
た
な
方
法
論

と
見
解
と
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き

成
果
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
近
代
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
著

者
は
「
近
世
を
生
き
る
平
凡
な
人
た
ち
の
心
性
・

精
神
の
な
か
に
、
近
代
性
を
見
出
」
す
が
、
そ

れ
は
近
世
国
家
の
成
立
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ

た
、「
暴
力
を
控
え
社
会
的
な
法
と
道
徳
を
重
ん

じ
る
、
自
己
抑
制
的
な
精
神
を
持
つ
」
人
た
ち

の
こ
と
な
の
で
あ
る
（
一
六
―
七
頁
）。
こ
れ
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は
今
ま
で
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
捉
え
方
で
あ
り
、

今
後
さ
ら
に
議
論
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

　

な
お
本
書
の
副
題
に
「
近
世
演
劇
」
と
あ
る

が
、
本
書
で
主
に
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
は
、「
近
世
演
劇
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

説
経
節
や
浄
瑠
璃
（
人
形
操
り
と
結
び
つ
い
た

上
演
形
式
で
な
け
れ
ば
「
演
劇
」
と
は
呼
ば
れ

な
い
）
な
ど
の
「
語
り
物
＝
口
頭
文
学
（oral 

literature

）」
で
あ
る
。

　
　
　

二

　

本
書
は
、
次
に
掲
げ
る
七
つ
の
章
の
前
後
に

序
章
お
よ
び
終
章
を
加
え
た
九
章
よ
り
成
る
。

第
一
章　

方
法
論
―
悲
劇
の
な
か
の
願
望
―

第
二
章　

中
世
日
本
の
物
語
―
説
経
に
み
る

迫
害
と
復
讐
―

第
三
章　

十
七
世
紀
に
お
け
る
世
界
観
の
転

換
と
主
体
の
形
成

第
四
章　

十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
自
己
抑

制
的
主
体
の
登
場

第
五
章　

復
讐
の
物
語
に
み
る
父
殺
し
の
感

情
―
十
八
世
紀
前
半
の
敵
討
物
― 

第
六
章　

国
家
の
力
、
心
の
真
実
―
近
松
の

心
中
物
―

第
七
章　

石
門
心
学
に
み
る
民
衆
道
徳
の
洗

練

　

序
章
で
本
書
の
問
題
設
定
と
構
想
が
示
さ
れ

た
後
、「
第
一
章　

方
法
論
―
悲
劇
の
な
か
の

願
望
―
」
で
は
物
語
を
研
究
対
象
に
す
る
際
の

方
法
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば

「
物
語
と
い
う
虚
構
の
世
界
か
ら
我
々
は
い
か
に

し
て
現
実
の
人
間
の
精
神
と
社
会
、
す
な
わ
ち

世
界
全
体
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し

う
る
の
だ
ろ
う
か
」（
二
四
―
五
頁
）
と
い
う

問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。

　

ま
ず
物
語
は
社
会
的
現
実
と
個
人
的
情
動
の

中
間
の
領
域
に
あ
っ
て
両
者
を
結
ぶ
媒
介
の
一

つ
で
あ
り
、
厳
し
い
現
実
を
個
人
に
と
っ
て
安

心
で
き
る
「
願
望
充
足
的
」
な
世
界
に
加
工
し

た
も
の
で
あ
る
（
二
六
―
八
頁
）。
た
だ
し
高

度
な
物
語
で
あ
る
悲
劇
で
は
、
安
易
な
願
望
の

充
足
が
断
念
さ
れ
た
上
で
「
再
び
あ
る
種
の
願

望
が
よ
り
深
い
次
元
で
提
示
さ
れ
る
」
と
い
う

弁
証
法
的
展
開
が
な
さ
れ
る（
三
九
―
四
〇
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
物
語
は
、「
社
会
的
か
つ
個
人
的

な
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
願
望
を
は
じ
め
と

す
る
様
々
な
情
動
と
社
会
的
現
実
と
が
相
互
に

複
雑
に
浸
透
し
あ
い
、
変
化
を
続
け
る
、
特
別

な
世
界
」
に
生
成
・
展
開
す
る
。
し
た
が
っ
て

物
語
を
読
解
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
生
ま
れ
る

社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
展
開
す
る
「
物
語
の

享
受
者
た
ち
の
情
動
と
い
う
も
の
を
、
間
接
的

と
は
い
え
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
（
四
一
頁
）。

　
「
第
二
章　

中
世
日
本
の
物
語
―
説
経
に
み

る
迫
害
と
復
讐
―
」
で
は
、
中
世
の
物
語
を
代

表
す
る
も
の
と
し
て
説
経
節
が
分
析
の
対
象
と

な
る
。
説
経
節
は
し
ば
し
ば
特
殊
な
社
会
状
況

を
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
比
較
的
単
純

な
精
神
分
析
的
操
作
を
ほ
ど
こ
せ
ば
、
そ
こ
に

「
普
遍
的
」
な
ド
ラ
マ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
（
四
五
―
六
頁
）。

　

そ
れ
は
「
迫
害
と
復
讐
」
型
の
物
語
で
あ
り
、

次
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
。
①
子
は
親
か
ら
迫

害
さ
れ
死
の
淵
を
さ
ま
よ
う
。
②
他
者
（
若
い
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異
性
）
と
出
会
い
、
愛
情
・
善
意
を
得
て
生
を

回
復
し
力
強
い
大
人
と
な
る
。
③
親
的
存
在
と

の
闘
争
に
勝
ち
、
④
新
た
な
世
代
の
人
間
と
し

て
新
た
な
秩
序
を
も
た
ら
す
。
こ
こ
に
は
英
雄

神
話
と
同
様
に
親
子
の
普
遍
的
葛
藤
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（
六
二
頁
）。

　
「
第
三
章　

十
七
世
紀
に
お
け
る
世
界
観
の
転

換
と
主
体
の
形
成
」
で
は
説
経
節
な
ど
の
民
衆

的
物
語
を
分
析
し
、
前
近
代
的
な
宗
教
的
世
界

観
か
ら
の
世
俗
化
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の

中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
自
己
規
律
的

な
近
代
的
主
体
と
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問

題
が
扱
わ
れ
る
（
六
六
―
七
頁
）。
一
七
世
紀
に

は
「
仏
教
的
な
宗
教
的
世
界
観
か
ら
、
他
界
観

念
を
排
除
し
て
現
世
内
で
の
価
値
を
強
調
す
る

近
世
的
な
世
界
観
へ
と
転
換
す
る
世
俗
化
の
過

程
が
あ
っ
た
」
の
だ
が
、
こ
の
過
程
で
、
他
界

観
念
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
「
心
」
と
い
う
言

葉
が
特
別
な
意
味
を
ま
と
っ
て
重
要
な
も
の
と

し
て
物
語
の
中
に
登
場
す
る
（
七
四
―
五
頁
）。

こ
の
世
の
苦
し
み
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
お
い

て
は
他
界
へ
外
部
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

が
、
近
世
的
世
界
観
で
は
「
心
」
が
「
自
ら
の

問
題
と
し
て
引
き
受
け
、
解
釈
し
克
服
し
て
い

く
、
あ
る
い
は
隠
蔽
し
て
い
く
役
割
を
果
た
す
」

（
七
八
頁
）
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　
「
心
」
は
人
間
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
様
に
人
間
に
内
在
す
る
悪
し
き
欲
望
を
対
象

化
し
道
徳
的
に
変
容
さ
せ
て
い
く
「
審
級
」
で

も
あ
る
。
つ
ま
り
一
人
の
人
間
は
、「
道
徳
的
公

共
的
な
意
志
の
審
級
」
と
「
個
別
的
な
私
的
欲

望
」
と
に
二
分
割
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
た
の
だ

が
、
こ
れ
は
「
自
ら
を
統
御
す
る
主
体
で
あ
る

と
と
も
に
、
統
御
さ
れ
る
客
体
で
も
あ
る
と
い

う
、
自
己
言
及
的
な
二
重
体
」
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
己
の

内
部
に
悪
し
き
私
的
欲
望
を
投
影
し
想
像
し
対

象
化
し
て
、
そ
れ
を
道
徳
的
に
変
換
し
て
い
く

自
己
規
律
的
な
主
体
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
中
核
を
な
す
「
第
四
章　

十
七
世
紀

後
半
に
お
け
る
自
己
抑
制
的
主
体
の
登
場
」
は
、

近
世
初
頭
に
浄
瑠
璃
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
の

中
に
、
国
家
の
形
成
と
い
う
新
し
い
社
会
状
況

が
描
か
れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
新
し
い

自
己
抑
制
的
な
人
間
像
が
提
示
さ
れ
る
過
程
を

検
証
す
る
。
卓
越
し
た
中
央
権
力
で
あ
る
国
家

が
初
め
て
物
語
に
登
場
す
る
の
は
、
一
六
六
〇

年
代
前
後
に
成
立
し
大
流
行
し
た
金
平
浄
瑠
璃

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

金
平
浄
瑠
璃
で
は
、
源
氏
の
大
将
・
源
頼
光

が
勇
猛
な
家
臣
の
四
天
王
の
活
躍
に
助
け
ら
れ

て
外
部
の
敵
を
武
力
で
倒
し
て
秩
序
を
回
復
す

る
。
つ
ま
り
唯
一
の
卓
越
し
た
「
力
」
す
な
わ

ち
「
国
家
」
が
、
頼
光
と
い
う
人
格
的
・
想
像

的
形
象
に
よ
っ
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

頼
光
に
は
二
重
の
属
性
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

一
つ
は
四
天
王
た
ち
を
愛
し
秩
序
へ
と
導
く「
一

種
の
父
親
的
な
私
的
属
性
」
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
「
絶
対
的
・
抽
象
的
な
国
家
の
力
の
体
現

者
と
し
て
の
公
的
属
性
」
で
あ
る
（
こ
の
よ
う

な
二
重
性
を
も
っ
た
存
在
を
著
者
は
〈
父
〉
と

表
記
す
る
）（
九
八
―
一
〇
一
頁
）。

　

し
か
し
金
平
浄
瑠
璃
以
降
は
、〈
父
〉
か
ら
絶

対
的
な
国
家
の
力
と
い
う
属
性
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
。
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
『
出
世
景
清
』

（
一
六
八
五
年
初
演
）
に
お
い
て
、
主
人
公
景
清

は
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
た
主
君
＝
〈
父
〉
の

た
め
に
身
を
な
げ
う
っ
て
戦
う
が
、
敵
対
す
る

源
頼
朝
＝
国
家
は
最
後
ま
で
厳
然
と
ゆ
る
ぎ
な
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い
。
つ
ま
り
〈
父
〉
に
は
情
動
的
な
呼
び
か
け

と
い
う
属
性
だ
け
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
〈
父
〉
は
「
国
家
の
力
と
し
て
の
〈
父
〉

か
ら
道
徳
の
〈
父
〉
へ
と
変
化
し
て
」
い
る
。

ど
れ
だ
け
道
徳
的
で
あ
る
か
が
主
人
公
の
内
面

（「
心
」）に
対
し
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る（
一
〇
五

―
七
頁
）。

　

ま
た
『
出
世
景
清
』
で
は
、
金
平
浄
瑠
璃
の

よ
う
な
我
々
＝
善
、
敵
＝
悪
と
い
う
単
純
な
世

界
観
で
は
な
く
、
主
人
公
の
「
心
」
の
中
に
悪

も
が
存
在
し
う
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
主

体
は
自
分
で
自
分
の
「
心
」
に
問
い
か
け
、
自

ら
の
反
道
徳
的
感
情
を
自
己
抑
制
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
〈
父
〉
の
力
の

喪
失
に
伴
い
、
主
人
公
た
ち
は
国
家
の
力
の
前

に
現
実
的
敗
北
を
強
い
ら
れ
自
己
抑
制
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は

自
己
懲
罰
す
ら
行
う
よ
う
な
過
剰
に
抑
制
的
な

主
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
一
〇
九
―
一
一
頁
）。

　
「
第
五
章　

復
讐
の
物
語
に
み
る
父
殺
し
の
感

情
―
十
八
世
紀
前
半
の
敵
討
物
―
」
で
は
曽
我

兄
弟
と
赤
穂
浪
士
（『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
ほ
か
）

の
敵
討
ち
の
物
語
が
分
析
さ
れ
る
。
さ
て
人
々

は
国
家
の
力
を
し
ぶ
し
ぶ
受
け
入
れ
る
が
、
そ

う
す
る
こ
と
で
国
家
に
対
す
る
潜
在
的
な
「
ル

サ
ン
チ
マ
ン
（
怨
恨
）」
が
た
ま
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
。〈
父
〉
へ
の
深
い
愛
が
報
わ
れ
ず
に
い

る
こ
と
に
対
す
る
失
望
ゆ
え
に
、〈
父
〉
へ
の
潜

在
的
な
怒
り
の
感
情
が
存
在
す
る
の
だ
。
つ
い

に
は
そ
れ
が
〈
父
〉
殺
し
の
願
望
と
な
る
の
で

あ
り
、聴
／
観
衆
は
、悪
い
〈
父
〉
を
ス
ケ
ー
プ
・

ゴ
ー
ト
に
し
て
殺
害
（
敵
討
ち
）
す
る
こ
と
で

〈
父
〉
へ
の
秘
め
ら
れ
た
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
晴
ら

す
の
で
あ
る
（
一
三
二
―
四
〇
頁
）。

　
「
第
六
章　

国
家
の
力
、
心
の
真
実
―
近
松

の
心
中
物
―
」
に
お
い
て
は
、
国
家
の
力
は

「
異
性
間
の
排
他
的
な
性
愛
関
係
の
特
権
化
」

（
一
五
一
頁
）に
も
関
与
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

近
松
の
『
曽
根
崎
心
中
』（
一
七
〇
三
年
初
演
）

に
お
い
て
、
主
人
公
た
ち
が
心
中
す
る
原
因
は
、

貨
幣
経
済
を
支
え
る
社
会
的
組
織
あ
る
い
は
国

家
の
力
と
彼
ら
の
欲
望
の
対
立
に
あ
る（
一
六
三

頁
）。
し
か
し
彼
ら
を
守
っ
て
く
れ
る
は
ず
の
共

同
体
は
国
家
の
前
に
無
力
で
あ
り
、
国
家
の
力

は
彼
ら
を
直
接
貫
通
す
る
の
で
あ
る
（
一
六
五

―
七
〇
頁
）。

　

こ
こ
に
至
っ
て
彼
ら
は
死
を
選
ば
ざ
る
を
得

な
い
が
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
瞬
間
に
「
国
家
＝

共
同
体
＝
父
と
い
う
複
合
体
」
へ
の
エ
デ
ィ
プ

ス
的
感
情
（
異
性
と
性
愛
的
関
係
を
結
ん
だ
た

め
に
親
に
対
し
て
抱
く
罪
悪
感
）
を
克
服
し
、

新
し
い
人
間
関
係
す
な
わ
ち
排
他
的
異
性
愛
を

創
造
す
る
の
だ
と
い
う
。
国
家
の
力
の
貫
徹
は

期
せ
ず
し
て
価
値
秩
序
の
転
覆
を
も
た
ら
し
、

か
え
っ
て
心
の
中
（
す
な
わ
ち
国
家
の
外
）
に

こ
そ
真
実
が
あ
り
、
異
性
愛
的
・
私
的
領
域
が

想
像
さ
れ
希
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
（
二
〇
四
―
五
頁
）。

　
「
第
七
章　

石
門
心
学
に
み
る
民
衆
道
徳
の
洗

練
」
に
お
い
て
は
、
石
門
心
学
の
歴
史
的
意
義

が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
新
し
い
人
間

像
を
民
衆
に
対
し
て
明
確
に
示
し
た
」
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
人
間
像
と
は
、「
人
間
を
何
よ

り
も
道
徳
的
な
主
体
と
し
て
み
な
す
も
の
」
で

あ
っ
た
。
一
七
世
紀
後
半
に
支
配
的
で
あ
っ
た

民
衆
的
な
「
近
世
的
世
界
観
」
は
、
一
八
世
紀

初
め
に
は
浄
瑠
璃
に
お
い
て
演
劇
的
に
批
判
さ

れ
止
揚
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
石
門
心
学
は
「
こ

の
よ
う
な
一
連
の
民
衆
的
世
界
観
・
価
値
観
の
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流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
一
つ
の
新
た
な
可
能

性
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
、
広
汎
な
人
々
に

期
待
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
」
の
で
あ

る
（
二
一
二
―
三
頁
）。

　

終
章
に
お
い
て
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
社

会
環
境
の
変
動
、
す
な
わ
ち
暴
力
が
あ
ふ
れ
る

分
権
的
・
宗
教
的
な
中
世
的
社
会
秩
序
か
ら
国

家
と
い
う
上
位
審
級
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
法

的
・
世
俗
的
な
近
世
的
社
会
秩
序
に
変
動
し
た

結
果
、
多
元
的
で
迫
害
的
な
世
界
認
識
か
ら
多

層
的
で
抑
う
つ
的
な
人
格
へ
の
心
性
の
変
容
が

起
こ
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
（
二
五
〇
―
三
頁
）。

　
　

三

　

本
書
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
り
、
幅

広
い
読
者
の
手
に
届
く
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
も
あ
る
の
で

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
六
章
の
「
義

理
と
人
情
の
葛
藤
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
人
情

を
「
規
範
」（
一
六
二
頁
）
と
す
る
の
は
違
和
感

が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
「
欲
望
」（
一
六
三

頁
）
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

ま
た
第
五
章
で
分
析
の
対
象
に
浄
瑠
璃
『
仮
名

手
本
忠
臣
蔵
』（
一
七
四
八
年
初
演
）
を
取
り
上

げ
て
い
る
が
、こ
れ
は
第
六
章
の
『
曽
根
崎
心
中
』

（
一
七
〇
三
年
初
演
）
よ
り
も
ず
っ
と
遅
く
、
時

代
の
前
後
関
係
に
ず
れ
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
単
に

順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
い
。『
忠
臣
蔵
』
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、

ど
の
部
分
を
重
点
的
に
上
演
す
る
か
と
い
う
、
い

わ
ゆ
る
演
出
の
問
題
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
浄

瑠
璃
『
忠
臣
蔵
』
に
お
け
る
敵
討
ち
の
場
面
は
、

再
演
が
重
ね
ら
れ
る
う
ち
に
上
演
さ
れ
な
く
な

る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
結
末
部
分
が
上
演
さ
れ
な

く
な
る
の
は
敵
討
ち
の
物
語
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
が
、少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
『
忠
臣
蔵
』

の
聴
衆
が
敵
討
ち
の
場
面
に
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が

い
く
ら
か
は
晴
ら
さ
れ
て
い
く
と
い
う
カ
タ
ル

シ
ス
的
な
体
験
」（
一
四
六
頁
）
を
求
め
て
い
た

か
ど
う
か
、
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
語
り
ま
た

は
聞
く
の
か
と
い
う
浄
瑠
璃
の
本
質
に
関
わ
る

問
題
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は

議
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
絞
る
た
め
に
「
プ
ロ
ッ
ト
を

中
心
と
し
た
散
文
的
な
語
り
」（
二
六
頁
）
を
対

象
に
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
時

代
を
下
る
に
つ
れ
て
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
は
み
え

て
こ
な
い
要
素
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
。

　

た
と
え
ば
近
松
以
後
の
展
開
に
言
及
し
た
、
第

五
章
の
「
他
罰
的
な
攻
撃
性
」（
一
四
六
―
七
頁
）

や
第
六
章
の
「
異
性
間
の
排
他
的
性
愛
関
係
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」（
二
〇
六
―
七
頁
）
に
関
わ
る
部

分
な
ど
は
、
そ
れ
ま
で
の
緻
密
な
論
理
展
開
に
比

し
て
や
や
性
急
な
論
で
あ
る
と
の
印
象
を
ぬ
ぐ

え
な
い
。
著
者
に
は
今
後
ぜ
ひ
プ
ロ
ッ
ト
以
外
の

要
素
を
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
を
望
み
た
い
。

 （
二
〇
〇
六
年
、
本
体
三
五
〇
〇
円
、
世
界
思
想
社
）

（
ほ
そ
だ
・
あ
き
ひ
ろ
／
帝
京
大
学
）


