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浄
瑠
璃
「
蝉
磨
呂
」
と
「
蝉
丸
」

横

山

正

剛

　
土
佐
少
豫
橘
正
勝
分
正
本
「
酒
肉
呂
」
と
近
松
作
の
「
蝉
丸
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
従
来
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。
　
「
田
丸
」
に
「
蝉
磨
呂
」
の
翻
案
か
と

患
わ
れ
る
節
々
が
あ
る
と
す
る
見
解
（
日
本
文
学
書
辞
典
「
蝉
丸
」
の
項
、
守
随

博
士
）
と
、
　
「
蝉
磨
呂
」
が
「
歯
噛
」
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
て
い
る
と
す

る
潜
え
方
（
若
月
氏
「
古
浄
瑠
璃
の
新
研
究
」
補
遺
篇
）
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
何
れ
も
、
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
が
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、

全
く
反
対
の
見
解
が
成
立
す
る
原
因
は
「
蝉
磨
呂
」
と
「
蝉
丸
」
と
に
は
類
似
の
点

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
誘
爆
措
」
の
初
演
絶
代
が
不
明
の
た
め
で
あ
る
。

　
近
松
の
「
螺
丸
」
も
初
演
二
代
が
冷
雨
と
は
言
わ
れ
な
い
が
、
孫
橋
宏
氏
は

こ
れ
が
「
日
待
調
法
記
」
　
（
元
醜
五
嘩
以
前
列
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
元
禄
初
年

　
　
　
　
　
（
駐
一
）

興
行
か
と
さ
れ
．
祐
田
善
雄
氏
も
「
茶
屋
諸
分
調
方
記
」
（
元
三
四
年
正
月
稿
）
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

こ
と
か
ら
元
禄
四
年
以
前
と
推
定
き
れ
て
い
る
。
然
し
土
佐
少
豫
の
「
蝉
磨
呂
」

は
初
演
年
代
の
推
定
さ
え
も
現
在
困
難
で
あ
る
た
め
、
浄
瑠
璃
本
文
の
表
現
の

面
か
ら
「
毎
夕
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
試
み
る
の
が
小
論
で
あ
る
。

「
蝉
磨
呂
」
も
「
逼
L
U
邸
メ
」
も
共
に
謡
曲
の
「
螺
丸
」
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
「
螺
磨
呂
」
と
近
松
の
「
蝉
丸
」
9
と
を
比
較
す
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駐
三
》

守
随
極
士
も
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
「
蝉
磨
呂
」
の
現
存
丸
本
が
宝
永
五

年
忌
刊
本
で
あ
っ
て
、
初
演
当
時
の
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
に
難
点
が
あ
る
。
然

し
初
演
当
時
の
丸
本
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
現
在
に
於
て
は
、
こ
の
宝
永
本
に

よ
る
外
な
く
、
こ
う
し
た
弱
点
を
十
分
注
意
し
た
上
で
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
尚
、
元
禄
十
一
伍
，
に
大
阪
の
岩
井
半
四
郎
座
で
上
演
し
た
「
蝉
丸
」
に
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
四
げ

負
っ
て
い
る
と
す
る
説
に
は
、
　
「
弾
丸
」
が
元
禄
初
奪
或
は
四
年
以
前
ど
推
定

さ
れ
て
い
る
現
在
、
従
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
螺
磨
呂
」
と
「
蝉
丸
」
と
を
比
較
す
る
場
合
、
最
も
類
似
点
が
濃
く
、
然
も

全
休
の
筋
農
開
の
上
に
於
て
か
な
り
璽
要
な
位
澱
を
占
め
る
次
の
五
項
目
（
こ

れ
以
外
に
は
両
作
品
に
類
似
部
分
は
な
い
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

削

　
蝉
丸
へ
の
恋
情

〔
鼠
講
呂
）
北
野
神
社
の
木
引
で
、
い
ろ
は
の
前
は
論
難
に
恋
を
打
明
け
る
。

蝉
丸
が
一
生
涯
恋
の
道
を
断
つ
念
願
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
語
る
の
で
．
姫
は

自
殺
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
蝉
丸
も
姫
の
給
い
を
容
れ
よ
う
と
す
る
。

（
第
一
、
切
）

一



　
〔
蝉
丸
〕
乙
丸
の
北
の
方
は
結
婚
以
来
二
年
間
、
米
だ
契
を
結
ば
な
い
の
を
怨

み
、
畏
枕
を
二
つ
に
切
る
。
蝉
丸
は
一
生
不
娼
の
願
を
立
て
て
い
る
と
弁
明
す

る
が
、
口
説
か
れ
て
遂
に
契
る
。
　
一
方
面
丸
の
蔭
擬
の
情
を
受
け
た
煎
姫
は
翻

身
に
鋤
し
て
忍
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
を
見
て
嫉
妬
に
泣
く
。
　
（
第
一
、
中
）

　
省
の
簡
単
な
愈
愈
で
も
而
者
の
類
似
は
明
か
で
あ
る
が
、
災
に
木
鐸
の
旧
都

一
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
丸
は
ひ
そ
か
に
人
し
れ
ず
。
一
生
が
い
が
其
同
。
さ
や
う
の
道
は
一
筋
に
。

　
か
た
く
た
～
ん
と
か
ね
て
よ
り
。
ふ
か
き
ね
ん
帝
王
へ
1
3
樽
。
此
義
に
を
い
て

　
は
ゆ
る
さ
し
め
お
も
ひ
。
と
団
ま
り
給
は
る
べ
し
。
…
姫
君
は
。
さ
や
う
の

　
事
と
は
存
ぜ
ず
し
て
。
か
く
年
月
に
身
を
く
だ
き
。
心
づ
く
せ
し
か
ひ
も
な

　
く
此
上
は
…
…
誠
此
世
に
な
ら
ず
と
も
。
長
き
ら
い
世
に
契
ら
ん
こ
そ
。
本

　
よ
り
の
ぞ
む
恋
ち
な
れ
。
…
…
（
蝿
磨
呂
）

　
我
よ
う
せ
う
よ
り
出
家
を
の
ぞ
み
一
生
ふ
ぼ
ん
の
ぐ
は
ん
を
た
て
。
仏
に
せ

　
い
ご
ん
た
て
し
ゆ
へ
。
ぜ
ひ
な
き
事
と
あ
き
ら
め
給
へ
と
…
…
北
の
御
方
涙

　
を
と
穿
め
。
ム
ム
掬
は
さ
や
う
に
候
か
し
か
ら
ば
わ
ら
は
も
出
家
を
と
げ
。

　
此
世
は
わ
っ
か
な
が
き
よ
の
心
が
誠
の
夫
婦
そ
や
。
…
…
（
蝉
丸
〉

木
文
の
表
現
に
も
又
こ
れ
だ
け
の
類
似
（
修
辞
上
の
類
似
で
は
な
い
）
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
，
「
姻
磨
呂
」
と
「
蝉
丸
」
と
に
密
接
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。

　
次
に
こ
の
部
分
の
両
者
の
細
部
を
吟
聡
し
よ
う
。

ω
「
螺
磨
呂
」
が
姫
の
素
撲
な
自
殺
の
意
志
表
示
で
あ
る
に
対
し
、
　
「
蝉
札
」

で
は
長
枕
を
切
る
こ
と
に
依
っ
て
夫
婦
の
隷
切
り
を
象
徴
す
る
複
雑
な
表
現
で

あ
り
、
技
巧
的
で
あ
る
。

㈲
「
塵
藻
呂
」
で
は
店
舗
が
本
当
に
念
願
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
の
表
現

で
あ
る
が
、
「
蝉
丸
」
で
は
蝉
丸
が
北
の
方
以
外
の
愛
嬢
と
契
っ
て
い
る
た
め

の
口
実
と
し
て
描
か
れ
、
複
雑
で
技
巧
的
、
然
も
素
模
糊
を
幸
い
で
い
る
。

㈲
「
蝉
歴
覧
」
で
は
蝉
丸
が
い
ろ
は
の
前
の
願
い
を
容
れ
る
が
、
未
だ
契
る
ま

で
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
に
反
し
「
蝉
丸
」
で
は
実
際
に
契
を
結
ば
せ
、
然
も

他
方
で
は
直
弦
の
嫉
妬
を
描
く
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
の
場
の
な
ま
め
か
し
い
雰

囲
気
を
強
調
す
る
。
即
ち
濡
場
的
表
現
の
発
逮
を
明
瞭
に
示
す
と
共
に
、
立
体

的
輿
行
感
あ
る
舞
台
構
成
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
の
進
歩
を
示
し
て
い
る
。

　
占
め
ω
㈲
㈲
を
通
じ
て
煎
る
に
、
　
「
蝉
二
百
」
の
方
は
常
に
索
模
単
純
な
表

現
形
式
で
古
色
を
示
し
、
幼
稚
な
物
語
的
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
比
し

て
、
　
「
蝉
丸
」
で
は
著
し
く
進
歩
し
た
隠
現
、
複
雑
な
舞
台
技
巧
を
も
加
味
し

た
立
休
的
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
殊
に
後
脅
に
於
け
る
濡
場
的
袈
現
へ
の
展
開

の
姐
き
は
申
世
的
な
も
の
か
ら
近
世
的
な
も
の
へ
の
進
展
傾
向
を
明
か
に
配
し

　
（
註
鴛
）

て
い
る
。
「
蝉
磨
呂
」
と
「
蝿
丸
」
と
の
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
部
分
に
関
す
る

限
り
、
両
者
の
間
に
は
か
な
り
重
し
い
細
部
の
相
違
が
存
在
し
、
江
戸
と
上
方

と
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
両
者
闘
の
酷
似
の
面

を
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
「
蝉
丸
」
が
「
蝉
磨
呂
」
を
参
照
し
て
、
そ
の
上
に
新
た

に
想
を
こ
ら
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
臼
然
で
あ
り
、
こ
の
逆
即
ち
「
蝉
磨

呂
」
の
方
が
「
蝉
丸
」
を
わ
ざ
わ
ざ
古
風
に
幼
稚
に
模
倣
し
た
も
の
と
は
理
会

し
難
い
ポ
う
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
部
分
が
謡
曲
」
「
蝉
丸
」
に
は
全
く
見
ら
れ
な

い
こ
と
も
、
両
者
の
関
係
を
一
層
純
粋
に
考
察
し
う
る
の
で
あ
る
。

一

蝉
丸
の
遁
世

〔
運
筆
呂
〕
蝉
丸
は
忌
日
（
実
は
偽
り
）
と
な
り
、
遮
重
し
た
い
旨
を
奏
！



し
、
天
子
は
諸
卿
に
相
談
さ
れ
る
。
左
大
臣
時
平
は
こ
れ
を
幸
い
に
墨
子
の
位

を
削
っ
て
、
蜘
丸
を
捨
て
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
諸
卿
も
時
平
の
権
威
に
恐
れ

て
こ
れ
に
同
意
す
る
の
で
、
天
子
は
蝉
丸
を
深
く
哀
れ
と
思
わ
れ
つ
つ
も
博
雅

の
三
位
に
逢
坂
山
に
捨
て
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
る
。
　
（
第
四
、
口
）

〔
蝉
丸
〕
蝉
丸
は
盲
目
と
な
り
．
清
貰
・
希
世
か
ら
奏
上
す
る
。
天
手
は
驚
か

れ
る
が
、
こ
の
世
に
て
諸
人
に
恥
を
臓
悔
し
て
業
障
を
果
し
、
後
世
を
助
け
る

た
め
に
蝉
丸
を
逢
坂
山
に
捨
て
よ
と
命
ぜ
ら
れ
る
。
両
型
は
余
り
無
情
と
歎
く

が
、
天
子
は
蝉
脱
を
憐
み
っ
つ
も
、
課
業
は
天
子
も
の
が
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ

の
で
、
万
民
に
知
ら
せ
る
た
め
に
と
翻
意
さ
れ
な
い
。
清
貫
。
希
世
も
力
な
く

退
臨
す
る
。
　
（
第
三
、
口
）

　
謡
曲
「
暗
鬼
」
で
は
蝉
丸
は
赤
子
の
時
か
ら
窟
1
4
で
天
子
が
自
発
的
に
捨
て

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
　
「
螺
麟
呂
」
で
も
「
蝉
丸
し
で
も
共
に

冑
引
湯
に
盲
日
と
な
り
、
蝉
湘
側
か
ら
奏
ヒ
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
又
謡
曲

で
は
出
口
に
な
る
原
因
は
書
か
れ
ず
「
な
ど
や
覧
、
両
眼
盲
ひ
ま
し
～
、
て
」

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
　
「
蝉
磨
呂
」
で
は
「
し
へ
い
の
お
と
ど
に
さ
～
へ
ら

れ
。
御
物
思
ひ
の
つ
も
り
し
に
や
。
」
と
疑
問
を
残
し
た
表
現
で
は
あ
る
が
、

盲
目
の
原
因
が
示
さ
れ
、
「
螺
丸
」
で
は
「
び
な
ん
め
で
た
く
ま
し
ま
す
ゆ

へ
。
数
々
の
女
の
思
ひ
し
っ
と
の
恨
御
旧
し
ん
に
せ
ま
り
。
い
じ
ゅ
つ
の
お
よ

ぶ
所
な
ら
ず
」
と
明
瞭
に
そ
の
原
因
が
断
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
両

作
品
に
は
類
似
性
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
外
、
蝉
丸
を
捨
て
る
直
莇
の
本
文

の
類
似
の
部
分
を
挙
げ
れ
ば
、

　
今
日
し
る
き
せ
給
ふ
事
。
擁
し
ゆ
く
ご
う
の
な
す
所
。
…
い
つ
方
へ
も
。
捨

　
奉
り
世
の
人
に
。
御
面
を
さ
ら
し
つ
、
。
ざ
ん
ぎ
さ
ん
げ
の
か
う
な
く
は
。

　
　
　
此
こ
う
い
ん
は
さ
り
が
た
く
。
　
（
姫
里
呂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん

　
生
れ
も
っ
か
ぬ
ま
う
も
く
と
成
し
票
。
よ
つ
く
箭
世
の
あ
く
ご
う
ふ
か
き
ゆ

　
へ
。
…
…
此
世
に
て
諸
人
に
は
ぢ
を
さ
ん
げ
し
て
。
ご
う
し
ゃ
う
は
た
し
ご

　
せ
を
助
く
る
い
と
な
み
。
相
坂
山
に
捨
置
べ
し
（
感
恩
）

こ
の
よ
う
に
孝
順
遁
世
の
部
分
に
於
て
も
「
蝿
磨
威
し
と
「
蝉
丸
」
と
が
多
く
の
類

似
点
を
持
ち
、
何
れ
か
一
方
が
他
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
に
認

め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
こ
の
部
分
の
表
現
態
度
の
相
違
を
考
え
て
み
よ
う
。

働
謡
曲
「
団
坐
」
で
は
天
子
が
蝉
丸
を
捨
て
る
に
際
し
て
「
御
門
い
か
な
る
叡

慮
や
ら
む
」
と
天
子
の
意
志
内
容
は
全
く
表
現
さ
れ
ず
、
「
蝿
磨
呂
」
の
天
子

に
も
た
だ
「
お
も
ふ
し
さ
い
の
有
間
」
と
殆
ん
ど
意
志
内
容
の
描
写
は
な
い
。

（
尤
も
こ
こ
で
は
天
子
よ
り
も
時
平
が
申
心
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
考
慮

の
要
が
あ
る
。
）
こ
れ
に
対
し
て
近
松
の
「
蝉
丸
」
の
天
子
に
は
深
い
仏
教
的

思
慮
の
描
写
が
兄
ら
れ
て
、
数
段
の
深
ま
り
を
示
し
て
い
る
。

鋤
謡
曲
「
蝉
丸
」
の
天
乎
に
は
感
情
・
珊
性
共
に
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
　
「
蝿

磨
呂
」
で
は
素
撲
な
が
ら
も
蝉
吟
に
対
す
る
憐
み
の
情
が
天
子
表
現
の
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近
松
の
「
摺
糠
」
の
天
子
に
は
感
情
面
も
か
な
，

り
強
く
描
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
押
え
て
、
朝
臣
の
書
に
左
右
さ
れ
な
い
強
靱

な
理
。
性
が
見
ら
・
れ
る
。

　
右
の
ω
㈲
を
通
じ
て
天
子
表
現
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
謡
曲
の
「
蝿

丸
」
同
様
に
意
志
の
描
写
も
自
主
性
の
表
現
も
見
ら
れ
な
い
「
蝉
言
置
」
に

も
、
主
情
的
表
現
だ
け
は
見
ら
れ
る
と
い
う
臨
模
の
域
を
脱
し
え
な
い
程
度
で

あ
み
が
、
近
松
の
「
蝉
丸
」
に
於
て
は
、
感
情
面
を
描
く
と
共
に
理
性
的
意
志

力
に
依
っ
て
、
そ
れ
が
強
く
押
え
ら
れ
、
仏
教
思
想
に
襲
づ
け
ら
れ
、
深
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
こ
こ
に
は
「
蝉
磨
呂
」
の
表
現
を
韮
礎
■
と
し

て
．
更
に
そ
の
上
に
新
し
い
別
の
性
格
表
現
を
附
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
近
松

風



の
二
皮
を
詰
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
乱
捕
こ
こ
に
見
ら
れ
る
天
子
の
表

現
の
秘
建
は
近
松
の
「
蝿
、
九
」
の
方
が
「
螂
，
籍
呂
」
の
そ
れ
を
新
し
く
農
開
さ

せ
て
い
る
形
跡
．
を
示
し
て
い
る
。

画

〔
蝉
磨
呂
〕
時
卑
は
聾
丸
を
討
つ
た
め
逢
坂
出
に
ひ
と
り
で
来
る
。
に
せ
め
く

ら
の
眼
を
く
り
融
く
と
刀
を
磁
心
の
眼
こ
み
て
る
魅
、
．
瀬
野
の
神
霊
が
葡
雅
の

三
位
の
凄
で
、
現
わ
れ
、
叫
X
小
蛇
と
な
っ
て
滋
に
．
時
平
な
殺
す
。
　
（
第
四
、
切
）

〔
蝉
丸
」
右
大
弁
三
塁
は
蝉
丸
を
需
つ
た
め
、
下
人
と
共
に
逢
坂
山
を
尋
ね

る
．
途
中
博
雅
三
位
の
下
入
客
藤
太
に
会
い
、
郵
丸
の
庵
室
へ
案
内
さ
せ
よ
う

と
す
る
が
、
喜
藻
太
に
追
い
は
ら
お
れ
る
。
蝉
丸
の
乳
人
清
貰
が
偶
然
に
来

て
、
灘
霊
の
仏
壇
下
に
か
く
れ
て
い
た
直
隠
・
．
」
会
う
が
、
喜
藤
太
が
早
広
に
会

っ
た
こ
と
を
知
り
、
姫
の
供
を
し
て
庵
を
去
る
。
千
手
太
郎
が
来
て
母
を
仏
壇

下
に
か
く
し
、
親
の
蘭
引
広
主
従
七
人
と
戦
う
。
蝉
九
は
三
位
と
共
に
庵
に
帰

る
が
、
姫
と
千
手
太
郎
の
母
と
が
代
っ
て
い
る
の
に
驚
く
。
や
が
て
千
手
太
郎

は
慨
を
預
け
て
早
広
を
討
っ
た
め
出
発
す
る
。
　
（
第
四
）

　
こ
の
二
つ
の
梗
概
を
並
べ
て
見
る
時
、
勲
、
役
的
立
．
場
に
立
つ
人
物
の
蝉
丸
攻

難
と
い
う
点
で
繭
者
は
完
全
な
同
趣
向
で
あ
り
、
然
も
謡
曲
「
蝉
丸
」
に
は
全

く
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
於
て
も
「
蝉
磨
呂
」
と
「
蝿
丸
」
と
は
密

接
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
次
の
こ
の
趣
向
の
細
部
の
相
違
を
眺
め
よ
う
。

ω
「
歯
磨
呂
」
が
敵
役
の
時
平
と
蝉
丸
と
の
一
対
一
の
単
純
な
華
闘
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
　
「
蝉
丸
」
で
は
敵
役
の
早
上
は
主
従
七
入
と
い
う
多
数
で
あ
り
、

四

蝉
丸
側
も
又
薪
藤
太
・
清
貫
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
複
雑
な
形
に
組
合
わ
さ
れ

て
複
数
対
複
数
の
複
雑
さ
に
な
っ
て
い
る
。

②
「
蝉
磨
繊
」
が
す
べ
て
神
力
に
依
っ
て
敵
役
を
亡
ぼ
し
、
事
を
解
決
し
て
い

る
の
に
対
し
て
噛
　
「
蝉
丸
」
で
は
人
間
の
力
の
み
に
よ
っ
て
、
敵
役
を
押
え
、

事
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
神
力
に
・
．
砥
る
躯
件
の
解
決
に
は
神
杜
縁
起
的
神
徳

讃
美
6
3
理
慮
も
勿
諭
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
外
に
も
神
力
万
能
的
趣
向
か
ら
人
間
力
巾
心
の
趣
向
へ
の
移
行
は
浄
瑠
璃
の

濡
場
表
現
一
∴
於
て
も
延
室
期
間
か
ら
貞
享
・
元
禄
へ
か
け
て
の
頃
に
見
ら
れ
る

　
　
　
　
（
註
こ

現
象
で
あ
っ
て
、
中
世
的
宗
教
観
か
ら
近
世
的
現
世
観
へ
の
変
遷
傾
向
を
示
す

一
つ
の
共
避
的
あ
ら
わ
れ
と
し
て
遡
会
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
即
ち
同
類
の
趣
向
を
も
つ
こ
の
部
分
に
も
右
の
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
、

「
蝉
磨
呂
」
の
素
撲
単
純
は
「
蝉
丸
」
に
於
て
複
雑
化
さ
れ
，
又
煎
者
の
神
力

万
能
的
態
度
か
ら
、
後
者
の
人
間
力
中
心
へ
の
趣
向
態
度
の
変
遷
・
移
行
は
両

者
闘
の
前
後
の
相
違
。
変
遷
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
即
ち

謡
曲
に
は
存
在
し
な
い
こ
の
趣
向
に
於
て
、
近
松
が
「
蝉
磨
5
4
［
」
の
時
、
平
の
趣

向
を
と
り
来
っ
て
、
　
哨
、
螺
丸
」
の
早
広
の
趣
向
に
継
瀦
。
発
展
さ
せ
た
趣
向
展

開
の
系
統
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

五

　
姫
の
高
聴
庵
室
訪
問

〔
蝉
磨
呂
〕
い
ろ
は
の
前
は
蝿
，
丸
の
庵
室
を
訪
れ
る
。
蝉
丸
は
折
々
訪
ね
る
飛

の
女
と
間
違
え
、
三
位
と
名
乗
る
い
ろ
は
の
声
を
里
人
が
盲
人
を
な
ぶ
る
と
患

っ
て
答
え
ず
、
琵
琶
歌
一
‘
8
う
た
う
。
い
ろ
は
は
賎
の
女
と
間
違
え
た
蝉
丸
の
言

葉
を
怪
し
み
、
様
子
を
窺
う
。
や
が
て
來
る
賎
の
女
に
い
ろ
は
は
嫉
妬
す
る
。



蝉
丸
は
恋
で
な
い
と
説
明
す
る
が
姫
が
信
じ
な
い
の
で
、
購
の
女
は
仙
女
で
あ

る
本
性
を
あ
ら
わ
す
（
第
五
、
切
）

〔
蝉
丸
〕
畷
姫
は
蝋
丸
の
所
在
不
明
の
た
め
、
関
の
漕
水
に
投
身
し
よ
う
と
す

る
が
、
関
守
の
稚
児
に
助
け
ら
れ
、
蝉
丸
に
会
っ
て
も
無
言
を
守
る
約
束
で
案

内
さ
れ
る
。
姫
が
泣
い
て
見
守
る
と
も
知
ら
ず
、
戦
隊
は
琵
琶
を
び
く
時
、
村

雨
に
逸
い
、
雨
宿
り
の
場
所
を
さ
が
す
。
人
々
が
笠
を
さ
し
か
け
る
の
を
蝉
丸

は
木
蔭
と
思
い
、
煎
姫
を
な
つ
か
し
む
。
や
が
て
琵
琶
を
捨
て
「
こ
れ
や
て

の
」
の
一
首
に
悟
り
を
開
き
、
山
奥
へ
去
ろ
う
と
す
る
時
、
始
め
て
姫
に
気
附

く
。
稚
児
二
人
は
今
の
詠
歌
を
ほ
め
、
人
丸
・
赤
人
の
聰
魂
で
あ
る
こ
と
を
あ

か
し
て
去
る
。
　
（
第
三
、
切
）

　
こ
の
両
作
品
の
．
原
拠
で
あ
る
謡
曲
の
「
蝉
，
丸
」
に
は
、
逆
髪
（
姉
宮
）
が
庵

を
訪
ね
る
趣
向
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
こ
の
二
つ
の
浄
瑠
璃
で
は
、
共
に
恋

人
で
あ
る
姫
の
訪
れ
に
か
え
て
い
る
。
又
蝉
丸
と
姫
と
の
閥
に
立
つ
も
の
は
共

に
超
人
間
的
穐
格
の
も
の
で
あ
り
・
、
謡
曲
「
蝉
丸
」
・
に
は
見
ら
れ
な
い
。
更
に

又
両
作
と
も
に
「
こ
れ
や
こ
の
」
　
（
後
撰
集
、
鄭
丸
）
の
詠
歌
を
同
じ
趣
向
の

場
に
挿
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
こ
の
二
つ
の
浄
瑠
璃
は
罷
曲

の
素
材
か
ら
出
発
し
て
酷
似
・
の
趣
向
変
え
を
行
っ
て
お
り
、
密
接
な
関
係
の
存

在
を
語
っ
て
い
る
。

　
次
に
こ
の
細
部
の
相
違
を
検
討
し
よ
う
。

ω
「
螺
磨
娼
」
で
は
姫
の
嫉
妬
と
江
戸
の
弁
解
と
い
う
平
凡
で
素
質
な
感
情
が

申
心
的
に
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
　
「
蝉
丸
」
で
は
姫
は
螂

丸
を
目
前
に
し
、
然
も
姫
に
対
す
る
恋
情
の
独
晶
．
悶
を
聞
き
な
が
ら
も
名
乗
る
こ

と
が
出
来
な
い
・
、
「
｝
い
う
烈
し
い
鼠
戸
の
た
か
ま
り
が
表
現
さ
れ
、
素
…
模
。
幼
稚

か
ら
近
世
的
高
度
の
感
情
表
現
へ
変
化
し
て
い
る
。

ω
「
蝿
磨
呂
」
が
琵
琶
の
弾
き
う
た
い
や
、
互
に
恨
み
弁
解
の
述
懐
灼
場
面
に

終
始
し
て
、
舞
台
的
動
き
を
思
わ
せ
る
表
現
に
乏
し
い
の
に
対
し
て
、
　
「
螂

丸
」
で
は
、
姫
の
自
殺
未
遂
、
蝿
丸
を
目
前
に
し
て
の
姫
の
身
悶
え
、
雨
宿
り

の
笠
め
趣
向
等
極
め
て
変
化
の
多
い
劇
的
門
前
に
露
ん
で
い
る
。

㈲
濫
作
共
に
、
こ
の
部
分
に
「
こ
れ
や
こ
の
」
の
歌
を
引
用
し
て
い
る
が
、

「
蝉
磨
呂
」
で
は

　
の
ぼ
り
下
り
の
旅
衣
。
せ
い
ぐ
わ
ん
撃
て
何
と
な
く
是
や
此
行
も
。
か
へ
る

　
も
わ
か
れ
て
は
。
し
る
も
し
ら
搬
も
あ
ふ
坂
の
関
。
…
…

と
単
な
る
叙
景
の
一
部
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
　
「
螺

丸
」
で
は

　
な
む
三
ぼ
う
か
な
は
ぬ
事
に
ま
よ
ふ
た
り
。
…
…
ア
・
思
ふ
ま
じ
た
げ
か
じ

　
と
。
一
し
ゅ
の
歌
に
か
く
ば
か
り
・
こ
れ
や
こ
の
。
ゆ
く
も
か
へ
る
も
わ
か

　
れ
て
は
。
し
る
も
し
ら
ぬ
も
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
。
あ
し
た
に
わ
か
れ
夕
ぐ
れ

　
に
。
あ
ふ
さ
か
山
の
た
び
人
の
ゆ
き
、
も
ゆ
め
の
す
さ
み
ぞ
や
。
…
…

と
姫
を
恋
う
蝉
丸
が
悟
り
を
開
く
心
境
転
捻
の
翫
凄
な
重
機
と
し
て
川
い
ら
れ

て
い
る
。
前
者
の
素
撲
平
凡
な
引
用
態
度
に
比
す
れ
ば
二
段
の
近
い
で
あ
る
。

　
右
の
ω
ω
㈹
を
遜
じ
て
み
る
に
、
感
惰
襲
現
ご
刺
的
構
成
・
勲
歌
の
利
川
形

式
に
於
て
、
「
螂
丸
」
は
「
姻
勝
呂
」
に
比
し
、
絡
段
に
高
商
化
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
共
遥
の
趣
向
。
構
成
に
於
て
、
「
蝿
，
磨
陽
」
が
「
蝿
丸
」
を
こ
れ
ほ
ど
，

ま
で
に
逆
に
幼
稚
に
古
風
化
し
て
模
、
僧
し
た
と
は
到
底
脅
え
ら
れ
潤
い
。
　
「
蝋

丸
」
が
「
蝉
麿
呂
」
の
趣
向
。
構
．
成
を
利
用
し
、
需
疲
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ

れ
ら
類
似
的
表
現
が
生
じ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藷
曲
「
蝉
丸
」
に
こ
れ

ら
の
類
似
裏
現
の
殆
ん
ど
が
な
い
こ
と
ら
一
層
こ
の
こ
と
を
う
た
ず
か
せ
る
。

葺



二一　gb

道
行
及
び
逢
坂
山
到
着

　
最
後
に
道
行
と
そ
れ
に
続
く
逢
坂
山
到
碧
の
二
、
三
の
部
に
つ
い
て
眺
め
よ

、
つ
。

〔
螺
磨
呂
）
う
た
の
中
山
あ
れ
也
と
三
位
は
。
を
し
へ
た
て
ま
つ
れ
ど
。
宮
は

　
日
し
み
て
ま
し
ま
せ
ば
や
み
ち
を
た
ゼ
る
こ
＼
ち
に
て
。
び
わ
を
い
だ
き
て

　
ふ
し
ま
ろ
ぴ
。
跡
に
な
く
音
の
・
…
：

〔
蝉
丸
〕
う
た
の
。
中
山
せ
い
が
ん
じ
。
あ
の
か
み
が
き
の
と
し
ふ
り
し
。
あ

　
め
の
み
か
ど
の
御
べ
う
の
よ
。
ゆ
ん
で
の
山
の
を
か
の
べ
と
御
手
を
と
り
て

　
を
し
ゅ
れ
ば
。
み
や
は
と
か
う
の
こ
と
も
な
く
横
々
の
び
つ
ぎ
の
。
あ
ま
つ

　
君
た
み
を
。
め
ぐ
み
の
こ
と
の
は
の
。
つ
ゆ
の
な
が
れ
を
く
み
な
が
ら
な
り

　
ゆ
く
。
は
て
の
あ
さ
ま
し
や
と
。
御
な
み
だ
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
ね
ば
。

　
右
は
ど
ち
ら
も
歌
の
申
山
を
盲
目
の
蝉
丸
に
教
え
る
部
分
で
あ
り
、
趣
向
と

し
て
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
謡
曲
「
蝉
丸
」
に
は
全
然
な
い
こ
の
類
似
部
分
の

道
行
へ
の
同
様
の
匠
人
は
爾
者
の
緊
密
な
関
係
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
表
現
に
は
右
の
よ
う
に
藩
し
い
翻
違
が
あ
る
。
こ
の
後
者
の
表
現

が
、
前
考
の
趣
向
の
烹
に
増
補
し
、
新
し
い
方
向
へ
の
進
展
が
行
わ
れ
て
い
る

も
の
で
5
3
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
黙
も
こ
の
瀬
作
品
の
道
行
に
は
修
辞

上
の
類
似
は
殆
ん
ど
な
く
、
近
松
の
「
融
大
臣
」
の
道
行
を
模
倣
し
た
と
思
わ

れ
る
土
佐
少
橡
の
「
と
を
る
の
道
行
」
の
如
き
に
同
文
の
部
分
が
極
め
て
多
い

こ
と
等
か
ら
考
え
て
も
、
近
松
の
「
黒
丸
」
の
道
行
を
土
佐
遭
際
が
「
蝉
磨

呂
」
に
於
て
模
倣
し
た
と
い
う
逆
の
関
係
は
、
こ
の
場
合
窺
え
得
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

プく

　
逢
坂
山
に
著
い
て
蝉
丸
に
蓑
。
笠
・
杖
を
与
え
る
部
分
は
謡
曲
「
蝉
丸
」
に

あ
り
、
こ
の
浄
瑠
璃
の
二
作
晶
が
共
に
謡
曲
と
類
似
の
修
辞
で
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
、
些
細
に
み
れ
ば
次
の
よ
う
な
関
係
が
見
ら
れ
る
。

謡
曲
「
蝉
丸
」

蓑読・
とみ。
い概。
ふき。
物。7：　・

か。る。
　o　　o

む
　
め
の
め
つ
ゆ
む
　
む
　
ロ
　
む
　
ロ

又
雨
露
の
御
為
な
れ
ば

物綴。み
よき。か
なた。さ
うる。と
。。 ¥

　　笠。せ

　　とと
　　い読。

　　ふみ。

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
む
　
　

御
道
し
る
べ
に
。
御
手

む
　
む
　
む
　
り
　
む
　
む
　
む

に
持
ち
賜
ふ
べ
し
。

土
佐
「
蝉
磨
呂
」

る。みよ。
か。のみ。
。と澱。

　　一つ。
　　つる。
　　　’　　o
　　、
　　イ」

　　物。

　　ロ　　な。

む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

叉
購
矯
の
為
な
れ
ば
。

　
　
　
　
ゆ
　
む
　
ユ
　
　
　
り

三
か
き
と
よ
み
つ
る
笠

よ
の

　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
む

御
道
し
る
べ
の
為
な
れ

む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
コ
む

ば
。
御
手
に
ふ
れ
さ
せ

む
　
む
　
む
　
む

給
ふ
べ
し
。

近
松
「
蝉
丸
」

ろoZl
い。
“．］s　o

し。

み
の
カ〉。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
一

・
：
　
　
・
・
｝

獄
鰍
雨
露
の
た
め
｛

の。あ、

よか
なさ
ふと
　　よ。

　　み。

　　し。

　　も。

御
道
し
る
べ

…

　
右
の
表
の
各
丸
印
の
部
分
を
比
較
す
れ
ば
、
　
「
蜂
風
呂
」
の
修
辞
が
謡
曲

「
懇
懐
」
か
ら
近
松
「
蝉
丸
」
へ
の
修
辞
の
移
行
の
中
閥
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
開
か
で
あ
る
。
勿
論
近
松
の
修
辞
成
立
の
後
に
謡
曲
に
よ
っ
て

「
蝉
磨
呂
」
の
修
辞
が
生
じ
な
い
と
は
言
わ
れ
な
い
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
「
蝉

磨
呂
」
と
近
松
の
「
蝿
丸
」
と
が
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
関
か



で
あ
る
限
り
、
近
松
の
「
蝉
丸
」
を
経
て
「
螺
磨
呂
」
の
修
辞
が
逆
行
的
に
生

じ
た
と
は
考
え
難
い
。
「
蝉
磨
呂
」
を
経
て
近
松
の
「
蝉
丸
」
の
修
辞
が
現
わ
れ
た

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、
謡
曲
か
ら
「
蝿
磨
糠
」
へ
、

更
に
近
松
へ
の
修
辞
の
流
動
の
姿
が
最
も
自
然
に
理
会
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
こ
れ
に
続
く
、
午
飯
が
従
者
に
別
れ
て
山
に
残
る
悲
歎
の
描
写
は
謡
曲

「
蝉
丸
ト
に
も
見
ら
れ
る
が
、
　
「
蝉
磨
呂
」
よ
り
も
近
松
の
「
蝉
丸
」
の
表
現

の
方
が
謡
曲
に
近
い
。
　
「
蝉
磨
鰍
」
は
謡
曲
よ
り
も
、
又
近
松
の
「
蝉
丸
」
よ

り
も
離
れ
て
、
異
な
る
修
辞
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
別
に
附
加
し
た
と
こ
ろ
も

見
ら
れ
る
。
即
ち
こ
の
部
分
は
今
ま
で
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
唯
一

の
例
外
で
、
こ
こ
だ
け
を
考
え
る
場
合
に
は
、
近
松
の
「
蝉
丸
」
に
増
補
し
た

も
の
と
言
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
既
に
挙
げ
た
多
く
の
部
分
と
の
関
聯
の

下
に
考
え
れ
ば
、
　
「
蝦
磨
呂
」
の
こ
の
表
現
は
譲
藺
の
「
豊
丸
」
に
基
き
、
独

白
の
修
飾
を
加
え
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
堀
松
の
「
獺
丸
」
の
上
に
更
に
筆
を

加
え
た
も
の
－
こ
忌
考
え
難
い
り

七

　
以
上
鷺
て
来
た
と
こ
ろ
が
ら
、
土
佐
少
撫
「
蝶
七
曜
」
と
近
松
作
の
「
螺
，

丸
」
と
に
於
て
は
、
次
の
関
係
が
成
立
す
る
。

ω
原
拠
た
芯
謡
鵡
川
「
蝶
，
丸
」
に
金
く
な
い
が
．
瓦
ほ
殆
ん
ど
な
い
趣
向
・
構
成
等

　
で
、
基
奉
灼
に
酷
似
す
る
も
の
が
こ
の
両
窪
晶
共
に
、
か
な
り
多
く
存
在
し

　
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
両
者
が
帯
接
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
．

　
し
て
い
一
、
婦
。

㈲
こ
の
類
叙
萬
分
の
細
－
部
の
夷
面
に
於
け
る
相
違
を
見
る
に
、
殆
ん
ど
す
べ
て

　
の
場
合
、
　
「
鯉
磨
．
呂
」
よ
り
・
「
蝿
丸
」
の
方
が
複
雑
化
し
、
高
度
化
し
て
、

　
単
に
作
者
の
創
作
力
の
相
違
に
基
く
も
の
の
外
に
、
表
現
傾
向
の
時
代
的
展

　
開
と
考
え
ら
れ
る
も
の
さ
え
見
ら
れ
る
。

ω
㈲
を
綜
合
す
れ
ば
、
近
松
の
「
蝿
丸
」
は
謡
曲
「
蝉
丸
」
以
外
に
、
土
佐
町

豫
の
「
蝉
磨
呂
」
を
も
参
照
し
、
そ
の
基
礎
或
は
利
川
の
上
に
更
に
新
し
い
工

夫
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
反
対
に
「
蝉
磨
呂
」
が
「
蝉
丸
」

を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
又
同
時

に
、
　
「
蝦
磨
呂
」
の
考
察
が
宝
永
本
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
少
な
く

と
も
以
上
見
て
来
た
部
分
に
関
す
る
限
り
、
現
．
存
の
宝
永
本
の
「
蝉
下
呂
響
…
が

近
松
の
「
蝉
丸
」
刊
行
以
後
に
、
そ
れ
に
依
っ
て
逆
に
改
作
さ
れ
た
よ
う
な
こ

と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
ゆ
近
松
作
「
蝉
丸
」
と
の

関
係
に
於
け
る
限
り
に
於
て
は
、
宝
永
本
の
「
蝉
磨
呂
」
に
は
新
し
く
加
筆
さ

れ
た
跡
が
殆
ん
り
G
考
．
、
鴛
れ
な
い
し
」
言
い
つ
・
ゆ
嬉
こ
の
古
形
、
浮
華
購
彬
㌧

聖
猛
嬬
謄
韓
論
齢
麟
書
舗
魏
艇
隷
灘

　
　
み
ち
　
淋
、
　
も
　
　
ゆ
（
な
一
－
，

ぶ
も
道
を
慰
ふ
が
故
・
仙
こ
の
稽
…
古
木
刊
行
に
つ
い
て
の
全
般
的
態
疲
も
一
応
は

信
を
お
く
こ
と
が
出
来
る
一
。
い
う
に
思
わ
れ
る
。

　
即
ち
少
な
く
と
も
回
文
に
湿
て
は
、
喉
永
本
と
殆
ん
ど
そ
の
姿
を
異
に
し
て

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
初
演
当
時
の
「
蝉
磨
呂
」
を
謡
曲
「
蝉
，

丸
」
と
共
に
、
主
に
参
照
し
て
撮
南
新
た
に
し
た
も
の
が
近
松
作
「
蝉
丸
」
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
た
だ
以
上
は
「
蝿
磨
呂
」
と
「
蝿
丸
」
と
の
主
と
し
て
本
文
の
比
較
が
ら
考

察
し
た
も
の
で
あ
り
、
又
土
佐
少
橡
の
肖
、
章
版
段
物
集
は
未
見
で
あ
る
が
、

「
色
竹
」
　
「
な
よ
せ
偽
竹
」
　
（
口
㌣
．
一
フ
，
「
・
六
㍗
）
等
に
は
…
、
蝉
磨
呂
」
が
児
当
ら
な
い
。

勿
論
こ
れ
ら
の
段
物
集
に
な
い
こ
と
で
霞
ち
に
そ
れ
以
後
の
も
の
と
ほ
言
え
な

ぜ



い
が
、
初
演
年
代
推
定
の
直
富
国
資
料
を
欠
く
た
め
、
万
一
に
も
「
蝉
磨
呂
」

が
「
蝉
丸
」
よ
り
後
で
あ
る
と
同
一
す
る
場
合
、
こ
の
二
作
品
の
持
つ
裏
現
は

い
か
な
る
意
義
・
4
2
も
つ
も
の
で
あ
ろ
・
・
一
か
。
若
し
近
松
の
「
蝦
，
丸
」
を
参
照
し

な
が
ら
も
、
ヒ
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
も
単
純
。
幼
稚
・
素
撰
で
時
代
的
に

逆
行
す
る
よ
う
な
古
風
な
叢
現
を
「
姻
磨
呂
」
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
義
太
夫
節
と
江
戸
土
佐
節
と
の
音
曲
性
。
演
劇
性
に
於

け
る
新
旧
の
筆
墨
、
第
．
二
に
浄
瑠
璃
作
者
の
時
代
感
覚
の
新
旧
の
別
に
よ
る
こ

と
が
、
そ
の
理
嶺
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
作
者
の
新
旧
の
感
覚
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
特
に
太
夫
の
芸
の
特
質
、
節
其
物
の
性
格
の
相
違
は
、
他
流
の
作
品
を

模
倣
す
る
場
合
ぽ
も
、
そ
の
音
曲
的
表
現
の
限
界
が
あ
る
警
で
、
義
太
夫
節
の

「
揮
丸
」
の
音
曲
的
、
演
劇
的
に
進
化
し
た
表
現
も
土
佐
節
に
於
て
は
、
そ
の

表
現
の
限
界
を
越
え
る
も
の
を
多
く
含
み
、
　
「
蝉
丸
」
の
そ
う
し
た
部
分
を
削

除
し
て
採
用
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
近
松
と
義
太
夫

と
が
結
ば
れ
た
時
代
無
意
義
の
上
か
ら
み
て
も
頷
か
れ
る
。

　
然
し
「
蝿
磨
呂
」
初
液
の
年
代
推
定
の
確
実
な
資
料
に
依
っ
て
、
　
「
蝉
磨

呂
」
が
「
蝉
丸
」
以
後
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
は
、
既
述
し
て
来

た
よ
う
に
、
両
作
品
の
衰
態
の
相
違
を
最
も
自
然
に
解
釈
し
て
、
　
「
二
三
呂
」

を
「
蝉
丸
」
以
前
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、
元
禄
民
訴
前
後
の
近
松
の
浄
瑠
璃
に
は
江

戸
浄
瑠
璃
か
ら
、
か
な
り
密
接
な
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
、
　
「
蜘
磨
呂
」
と
「
蝉
丸
」
と
の
関
係
は
、
そ
れ
を
示
す
一

資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
・
本
文
以
外
に
、
曲
節
の
上
に
も
、
こ
の
頃
既
に
義

太
夫
の
語
り
物
に
は
江
戸
節
の
影
響
が
か
な
り
多
く
存
在
す
る
。
　
「
蝉
丸
」
の

道
行
に
も

八

　
　
　
　
　
ウ
，
ル
　
κ
ハ
勘
フ
シ

　
な
ふ
四
つ
五
つ
五
も
じ
は
う
た
の
。
中
山
せ
い
が
ん
じ
。
…
…

或
は
又

　
テ
ク
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
シ
　
　
　
　
　
　
　
に
声
地

　
何
を
へ
う
ら
み
て
　
ま
し
ら
な
く
。
お
ち
ば
我
に
…
…

の
如
く
「
江
ハ
ル
ツ
シ
」
　
「
江
戸
地
」
と
あ
り
、
共
に
江
戸
半
太
夫
節
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

曲
節
が
見
ら
れ
る
。
節
が
太
夫
の
み
の
も
の
で
な
く
、
作
者
も
十
分
節
に
気
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
る
が
画
ゑ
に
を
し

配
っ
て
い
た
こ
と
は
「
諮
葛
孔
明
期
軍
談
思
掛
」
の
序
で
近
松
が
「
故
節
に
か

け
て
口
に
あ
ま
ら
ず
。
た
ら
ぬ
こ
と
な
く
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
も
明
か
で

あ
る
が
、
試
み
に
、
近
松
が
義
太
夫
の
た
め
の
初
婚
と
い
わ
れ
る
「
出
世
景

清
」
か
ら
筑
後
橡
受
領
頃
ま
で
の
近
松
作
品
八
義
太
夫
の
語
り
物
）
中
、
江
戸

節
の
曲
節
の
あ
る
も
の
を
拾
え
ば
、
右
の
「
野
臥
」
の
外
に
、
津
戸
三
郎
、

（㎝
V0

雛
ﾍ
）
、
融
大
臣
（
柵
腿
献
）
、
文
武
五
人
男
（
嫡
職
鰍
尭
）
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
近
松
初
期
の
浄
血
璃
に
於
て
、
本
文
に
も
曲
節
に
も
江
戸
沿
瑠

璃
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
期
の
近
松
の
出
4
3
察
の
上
に
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
註
一
）
高
橋
宏
氏
「
近
松
著
作
年
代
考
」
　
（
「
国
交
学
踏
査
」
第
一
輯
）

（
註
ご
）
祐
田
善
雄
氏
「
近
松
年
裏
」
　
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十

　
　
　
二
年
一
月
号
）

（
註
三
・
四
）
日
本
文
書
様
辞
典
の
「
蝉
丸
」
の
項
。

（
註
五
・
六
）
拙
稿
「
初
期
浄
．
瑠
璃
に
於
け
る
濡
場
の
史
的
展
開
」
（
「
語

　
　
　
文
」
第
十
五
輯
）
参
照
。

（
碓
記
）
斑
山
文
言
旧
蔵
の
土
佐
少
橡
の
貞
享
版
段
物
集
は
現
在
所
在
不
明
と

　
　
　
の
示
教
を
大
竹
文
子
氏
よ
り
頂
い
た
。
附
署
し
て
深
謝
の
意
を
表
し

　
　
　
ま
す
。




