
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「
狂
乱
」

の
意
義

◎

は
じ
め
に

近
松
の
浄
瑠
璃
に
は
、
左
記
に

一
覧
表
と
し
て
掲
げ
た
よ
う
に
、
狂

乱
の
人
物
が
作
品
中
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
作
品
が
あ
る
。

『
双
生
隅
田
川
』
を
例
に

ケ
オ
リ

ツ
テ

ィ
デ

ー
ト

・
ラ

ツ
ダ
ー

 
 
 
 
 
 
(
軍

国
夷

肩
田
目

q

r
さ

掌

)

〈
表

1

>

近

松

の

浄

瑠

璃

に

お

け

る

「
狂

乱

」

の

趣

向

の

調

査

一
覧

表

西
暦

―
六

七

九

一
六

八

四

一
六

八

六

六

九

三

一
六

九

七

一

七

〇

年延

宝

七

貞

享

元

元

禄

六

一
〇

頃

末

年

頃

(
推

定

)

四

月

日

四三
吉

日

七二

以
前

(
推

定

)

作
品
名

*

他

力

本

願

記

*

以

呂

波

物

語

佐

々

木

先

陣

せ

み
丸

*
描

魔

達

日

本

西

王

母

〔
南

大

門

秋

彼

岸

〕

天

鼓

〔
丹

州

干

年

狐

〕

狂

乱

す

る

人

物

平

馬

の

丞

な

か

正

の

妻

い

ろ

は

の
前

藤

太

夫

の

後

家

と

二

人

娘

の

待

宵

と

時

雨

北

の
方

と

芭

蕉

の
前

さ

よ

照

姫

薄
雲
御
前

妹

二
位

の

君

松

垣
蔵

人
興

宗

の
妻

お

も
た

か
姫

狂

乱

の
原

因

A

下
女

の
怨

霊

の

懲

依

の

た

め

の

狂

乱

C

夫

の
難

儀

を

救

う

た

め

の
作

り

狂

女

B

亡

き
夫

(
父

)

へ
の
愁

嘆

の

た

め

の

狂

乱

D

直

姫

へ
の
嫉

妬

の

た

め

の

狂

乱

A

猫

に
変

じ

た

大

弐

の

怨

霊

の

悪

依

に

よ

る

狂

乱

D

妹

へ
の

嫉

妬

の

た

め

の

狂

乱

B

子

の

行

方

を

尋

ね

る

狂

女

C

天

鼓

を

奪

う

た

め

の

狐

葱

き

の

作

り

物

狂

い

D

陸

奥

の
内

侍

へ
の

嫉

妬

の

た

め

の

狂

乱

尿
拠

の
物

狂
能

蝉
丸
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七

〇

四

七

〇
六

一
七

〇

七

一
七

一
〇

一
七
 

四

一

七

}

八

七
 
九

七

二
〇

宝

永

初

年

頃

{推

定

〕

四四

年

暮

以

前

(推

定

)

七

〔
推

定

)

七

{
推

定

)

正
徳

四

享

保

三

四五五五

四

・
一
以

前

〔
推

定

 

定 七

四

以

前

推

 

秋

以

前

(
推

定

)

・

二

一

〇

・
二

五

一

一

二

一
〇

八

・
一

二

三

・

三

八

・
三

―

二

・
六

*

田

村

将

軍

初

観

音

本

領

曽

我

〇

五

十

年

忌
歌

念

仏

松

風
村

雨
束

帯
鑑

兼

好
法

師
物
見
車

吉
野
都
女
楠

相
模
入
道
干
疋
犬

○

山

崎

与

次

兵

衛

寿

の

門

松

傾
城

酒
呑
童

子

○
博
多
小
女
郎
波
枕

平

家

女

護

島

井

筒

業

平

河
内

通

双
生

隅

田

川

○

心
中

天

の
網

島

岩

戸

の
前

熊

野
御
前

お

夏

行

平

の
北

の
方

司

の

前

松
風

太

秦

又
五

郎

高

家

の

妻

と

新

田

義

貞

の
妻

勾

当

内

侍や

よ
梅

与
次

兵
衛

右

近

小
女

郎

早

乙

女
達

伊

駒
姫

梅

若

丸

の

母

の

斑

女

治
兵
衛

C

作

り

物

狂

い

A

狐

の

葱
依

の

た

め

の

狂
乱

F

恋

人

と

離

れ

離

れ

に

な

っ
た

た

め

の

狂

乱

々

の

糟

神

的

苦

悩

に

よ

る

狂

乱

)

(
様

D

松

風

へ
の

嫉

妬

の
た

め

の

狂

乱

D

村

雨

へ
の

嫉

妬

の

た

め

の

狂

乱

F

亡

き

娘

侍

従

へ

の
愁

嘆

の

た

め

の
狂

乱

B

夫

の
首

を

慕

う

狂

女

C

狐

葱

き

の
作

り

狂

女

F

親

と

女

房

の

恩

愛

の
感

戴

の
あ

ま

り

の

精

神

的

苦

悩

に

よ

る

狂

乱

A

弘

徽

殿

の
怨

霊

の
葱

依

の

た

め

の
狂

乱

F

夫

の

自

害

に

シ

ョ

ッ
ク

を

受

け

た

た

め

の
狂

乱

B

夫

や

男

子

の
行

方

不

明

を

嘆

く

後

家

達

の

狂

乱

D

伊

筒

姫

へ

の
嫉

妬

の
た

め

の
狂

乱

F

死

去

し

た

夫

・
行

方

不

明

に

な

っ
た

子

供

へ

の

思

慕

、

お

家

騒

動

に

巻

き

込

ま

れ

た

事

等

々

の

心

痛

の
た

め

の
狂

乱

E

小

春

と

侍

客

の

仲

を

激

し

く

嫉

妬

し

た

た

め

の

狂

乱

松

風

隅

田

川

班

女
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七

一
=
二

七

二

四

八九

二
 
 

七五

*

大

塔

宮

嘘

鎧

関

八
州

繋

馬

戸

野

の

兵
衛

小
蝶

A

、

C

熊

野

権

現

の

(
御

山

の

藤

を

邸

内

に

移

し

植

え

た

)

崇

り

の

た

め

の
狂

乱

/

後

、

再

び

主

君

を

守

る

た

め

の

作

り

狂

乱

D
伊

与
内

侍

へ
の

嫉

妬

の

た

め

の
狂

乱

*

『
近
松
全
集
』
第
十
三
、
十
四
巻
 
浄

瑠
璃
参
考
資
料
編
に
所
収
さ
れ
て
い
る
作
品

(近
松
存
疑
作
)。
「近
松
門
左
衛
門
添
削
」
と
あ

っ
た
り
、
奥
書
に

「近
松
門
左
衛
門
」
と
あ

っ
た
り
、

脇
方
箋

に

「
作
者
近
松
門
左
衛
門
」
と
あ

っ
た
り
す
る
も
の
。
○
世
話
物
浄
瑠
璃
の
作
晶

 
こ
の
よ
う
に
近
松
の
多
く
の
浄
瑠
璃
に

「狂
乱
」
の
要
素
が
存
在
し

て
い
る
の
で
、
「
狂
乱
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
近
松
に
と

っ
て
何
ら
か
の

演
劇
的
意
義
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

 
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「
狂
乱
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ

い
て
触
れ
て
お
く
と
、
ま
ず
最
初
に
近
松
の
作
品
の
中
に

「狂
乱
物
」

と
い
う
分
類
を
作

っ
た
の
が
高
野
正
巳
氏

二
)
で
あ

っ
た
。
氏
に
よ
る

近
松
世
話
物
の
分
類
に

「狂
乱
物
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が

『
五
十
年
忌
歌
念
仏
』
と

『山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
』
で
あ
る
。
氏

は
こ
の
両
編
の
狂
乱
物
が

「舞
踊
物
と
し
て
よ
り
は
悲
劇
に
お
け
る
結

末
の
一
様
式
と
し
て
、
心
中
や
処
刑
と
同
じ
意
義
を
有
す
る
も
の
」
と

説
く
。
ま
た
、
松
崎
仁
氏

三
)
の

「狂
気
と
江
戸
時
代
演
劇
」
に
物
狂

能
か
ら
受
け
継
い
だ

「演
劇
的
要
素
」
と
し
て
の

「狂
気
」
の
考
察
が

あ
っ
た
。
氏
は
、
「狂
気
」
は
物
狂
能
の
伝
統
で
あ
る
と
と
も
に
、
近

世
演
劇
に
お
い
て
は
狂
気
と
見
え
る
行
動
が
ド
ラ
マ
を
形
成
す
る
作
劇

法
の

一
つ
と
述
べ
た
。

そ

こ

で
、

本

稿

で
は

、

近

松

の

「
狂

乱

」

を

扱

っ
た

浄

瑠
璃

が

、

「狂
乱
」
の
芸
能
の
出
発
点
で
あ
る
物
狂
能
か
ら
演
劇
的
要
素
を
継
承

し
て
い
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
改
め
て
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「狂

乱
」
の
演
劇
的
意
義
の
検
証
を
試
み
た
い
と
思
う
。
そ
の

「狂
乱
」
の

意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
松
の
浄
瑠
璃
の
中
の

「狂

乱
」
の
芸
能
に
対
す
る
脚
色
法
及
び
作
劇
法
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
と
信
じ
る
。

 
そ
れ
に
当
た

っ
て
は
、
こ
の

一
覧
表
の
享
保
五
年
八
月
三
日
初
演
の

『
双
生
隅
田
川
』
と
い
う
作
品
を
例
に
取
り
上
げ
、
狂
乱
す
る
人
物
の

設
定
と
そ
の
狂
乱
の
過
程
の
二
点
に
重
点
を
置
い
て
、
先
行
作
と
比
較

検
討
し
な
が
ら
分
析
し
、
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「
狂
乱
」
の
意
義
を

実
証
す
る
方
法
を
と
る
。

一
、
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「狂
乱
」
の
例
示
と
分
類

 

『近
松
全
集
』
(岩
波
書
店
刊
)
に
収
め
ら
れ
た
近
松
の
世
話
物
、

時
代
物
浄
瑠
璃
作
品
全
百
十
四
編

三
)を
調
査
し
、
狂
乱
す
る
人
物
が
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見
ら
れ
る
作
品
の
用
例
を
集
め
て

一
覧
表
を
作
成
し
て
み
た

(表
-
参

照
)。
用
例
を
選
別
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
は
、
作
中
人
物
の
狂
乱

的
行
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

 
そ
の
結
果
、
近
松
は
世
話
物
四
編
、
時
代
物
十
九
編
、
合
わ
せ
て
二

十
三
編
の
作
品
に
於
い
て
狂
乱
の
人
物
を
描
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
更

に
近
松
の
二
十
三
編
の
作
品
に
見
ら
れ
る

「狂
乱
」
の
あ
り
方
を
分
析

し
て
類
別
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
狂
乱
の
型
が
あ
る
。

.,

型 型
FEDC
型 型 型 型

神

・
仏

・
生
霊

・
死
霊
な
ど
愚
き
物

の
愚
依
に
よ
る
狂
乱

親
に
別
れ
、
子
を
尋
ね
、
夫
に
捨
て
ら
れ
、
妻
に
後
る
〉

な
ど
親
子
夫
婦
の
愛
執
に
よ
る
狂
乱

計
り
ご
と
の
た
め
の
偽
狂
乱

女
性
の
嫉
妬
愛
着
に
よ
る
狂
乱

男
性
の
嫉
妬
愛
着
に
よ
る
狂
乱

そ
の
他
人
間
の
精
神
的
苦
悩
に
よ
る
狂
乱

〔各
分
類
に
つ
い
て
〕

 
近
松
浄
瑠
璃
に
見
え
る
A
型
と
B
型
の
分
類
は
、
即
ち
能

〔四)
以
来

既
存
し
て
い
た

《
葱
き
物
故
の
物
狂
い
》
と

《
思
い
故
の
物
狂
い
》
の

二
種
の

「狂
乱
」
の
形
式
の
延
長
線
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な

い
。
C
型
の
分
類
は
、
歌
舞
伎
よ
り
生
じ
た

「
狂
乱

五̂》」

の
芸
能
を
発
達
さ
せ
た
形
の
近
世
演
劇
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
近
松
浄

瑠
璃
に
も
こ
の
類
の

「狂
乱
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
以

呂
波
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
夫
の
藤
原
光
照
が
母
を
手
に
掛
け
た
罪
を

か
ば
お
う
と
計

っ
て
、
作
り
狂
女
に
な

っ
た
い
ろ
は
の
前
や
、
『
天

鼓
』
に
お
け
る
、
天
鼓
を
奪
お
う
と
計
り
、
作
り
も
の
狂
い
を
し
た
松

垣
蔵
人
興
宗
の
妻
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

 
D
型
の
分
類
は
、
中
世

・
近
世
の
文
芸
に
よ
く
見
ら
れ
る

「
狂
乱
」

の
あ
り
方
で
あ
る
。
女
性
と
嫉
妬
愛
着
は
、
何
時
の
時
代
で
も
通
じ
る

ド
ラ
マ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
近
松
の
浄
瑠
璃
で
は
、
こ
の
類
の
狂
乱
の

例
が
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
近
松
の
描
い
た
嫉
妬
に
狂
う
女
性
の

代
表
的
な
人
物
と
し
て
は
、
『
せ
み
丸
』
に
お
け
る
、
蝉
丸
と
密
通
の

女
直
姫
の
仲
を
激
し
く
嫉
妬
し
て
狂
乱
し
、
丑
の
と
き
詣
で
し
て
、
つ

い
に
蛇
に
化
身
し
た
北
の
方
や
、
『
関
八
州
繋
馬
』
に
お
け
る
、
頼
信

と
伊
与
内
侍
の
仲
を
嫉
妬
し
て
狂
う
小
蝶
と
い
う
女
性
が
い
る
。

 
A
～
D
型
は
従
来
の
狂
乱
の
あ
り
方
で
あ
る
以
上
、
近
松
の
独
自
性

の
陰
が
薄
い
た
め
、
こ
こ
で
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。
E
型
と
F
型
の
 
 
傷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

分
類
は
A

～
D
型
の
ど
ち
ら
の
分
類
に
も
入
ら
な
い
近
松
独
自
の

「狂

乱
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。
以
下
、
従
来
の
芸
能
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
近

松
独
自
の
狂
乱
の
あ
り
方
E
型
と
F
型
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

E

型

、

男
性
の
嫉
妬
愛
着
に
よ
る
狂
乱
1

『心
中
天
の
網
島
』

屋
治
兵
衛

の
紙

 
紙
屋
治
兵
衛
と
紀
伊
国
屋
の
遊
女
小
春
は
、
心
中
す
る
恐
れ
が
あ
る

た
め
親
方
に
逢
瀬
を
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
二
人
は
も
し
逢
え
る
日
が

あ
れ
ば
、
そ
の
日
を
最
期
日
と
し
て

一
緒
に
死
ぬ
約
束
の
仲
で
あ
る
。

あ
る
日
、
煮
売
屋
で
偶
然
に
小
春
が
河
庄
方
で
侍
客
に
揚
げ
ら
れ
た
と



聞

い

た
治

兵
衛

は

、
「
サ

ア
今

宵

と

」

死

の
覚
悟

を

心

に

決

め

て
急

い

で
小
春

の
元

へ
忍

ん

だ
。

治

兵
衛

は
、

格

子

の
奥

の
部

屋

に
小
春

が

侍

客

と

一
緒
に

い
る

の
を

の

ぞ
き

、
「
詞
か
は

い
や

小
は

る

が
と

も

し

に
。

そ
む
け

た
顔

の
あ

の
や

せ

た

こ
と
は

い
。

心

の
中

は
皆

お

れ
が

こ
と
。

畏

に

ゐ

る
と

ふ

き

こ
ん

で
。

つ
れ

て
と

ぶ

な
ら

梅

田

か
北

野

か

。
」
と

ば

か

り
思

い
込

ん

で

い
る

。
と

こ
ろ
が

、
そ

こ

で
治
兵

衛

を
待

っ
て

い

た

の
は
、

自

分

の
愛
を

裏

切

っ
て
小
春

が
侍

客

に
打
ち

明

け

る
次

の
言

葉

で
あ

る
。

い
か
に
も
く

紙
治
様
と
し
ぬ
る
や
く
そ
く
。
親
か
た
に
せ
か
れ

て
あ
ふ

せ

も
た

へ
。

さ

し

あ
ひ

あ
り

て
今

急

に
請

出
す

こ
と

も
叶

は

ず
。

南

の
も

と

の
親

か
た

と

髪
と

に
。

ま
だ

五
年

有

年

の
中

。

人

手
に

と

ら
れ

て
は
わ

た

し
は

も
と

よ
り

ぬ

し
は

猶

↓
ぶ
ん

た

、

ず

。

い

つ
そ

し
ん

で
く

れ
ぬ

か

。

ア

・
し
に
ま

し
よ

と

ひ
く

に

ひ

か
れ

ぬ

義

理

づ

め
に

ふ

つ
と

い
ひ

か
は

し
。

…
…

詞
水

く

さ

ひ

女

と
思

召

も
恥

し
な

が
ら

。
其

恥

を
す

て

Σ
し

に
共

な

い
が
第

一
。

地
色
中

し

な
ず

に

こ
と

の
す

む

様

に

ウ
ど

う

ぞ

く

ハ
ル
頼

や

す

と

。

 
格

子

の
外

に
立

ち
聞

き

し

て
い
る

治
兵

衛
は

、

思

い
が
け

な

い
小

春

の
言

葉
に

驚
き

、

二
年

と

い
う

間
に

互

い
に
言

い
交

わ

し
た

約
束

は

み

な
嘘

か
と

思

う
と

腹
が

立
ち

、
気

も

せ
き

狂
う

。

さ
ら

に
、

燃
え

る
火

に
油

を
注

ぐ

か

の
よ

う
に

小
春

は
、

ま
た

侍
客

に
色

仕

掛
け

で
、
「
祠
ひ

け

う
な
頼

こ
と

な
が

ら
。

お
侍

さ

ま

の
お
な

さ
け

。

こ
と

し
中

来
春

二

三
月

の
比

迄

。

わ
た

し

に

あ
ふ

て
く
だ

ん

し

て
。
地
色
ウ
か

の
男

の

し
に

Σ
く

る
ハ
ル
た
び

こ
と
に

。

じ
や
ま

に
成

て
期

を

の
ば

し

く

。
を

の
づ

か

ら

手
中
を

き

ら
ば

。

ウ
さ

き
も

こ
ろ

さ
ず

わ

た

し
も
命

た
す

か

る
。
何

の
ゐ
ん

く

は

に
死

る
け

い
や

く

ハ
ル
し
た

こ
と

そ
。

思

へ
ば

く

や

し
う
ご

ざ

ん
す

と

」
頼

み
膝

に
も

た
れ
泣

く

。
侍

客

は
小
春

の
頼

み
を

聞
き

入

れ

、

思
案

が
あ

る
と
言

い
、
格

子

の
障

子
を

閉

め
る

。
外

に

い
た
治

兵

衛

は

、
恋

人
が

他

の
男
に

逢

っ
て
く

れ
と

頼

む

こ
と

に
腹

が
立

っ
た

上

に
、

障
子

の
向

側

で

二
人

が

う
な
ず

き

合

っ
た

り
、

さ
さ

や
き

合

っ
た

り

し
て
、

睦

ま

じ
く

し

て

い
る
様

子

の
映

る
影

を
見

て
、

激

し
く

嫉
妬

し
た

。

 
治

兵
衛

は

、

「中
工

・
さ
す

が
う

り
物

や
す

物

め
。

ど

し
や

う
ぼ

ね
見

ち

か

へ
。

玉

し

ゐ
を

う
ば

は

れ

し
き
ん

ち
や

く

切

め
。

切
ふ

か

つ
か
ふ

か

ど
う

ウ
し
や

う

じ
に

う

つ
る
二

人

の
よ

こ
顔

」

を

見

て

、
理

性

を
失

い

つ

つ
、
嫉

妬

に
狂

い
出

し
、
脇

差

し
を
抜

き

は

な

し
、
格

子

の
桟

の
 

 
ぴ
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間
か
ら
小
春
の
脇
腹
を
突
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
小
春
が
実
際
に

座

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
遠
か
っ
た
の
で
、
小
春
に
害
が
及
ば
な
か
っ
た

が
、
治
兵
衛
は
侍
客
に
両
手
を
格
子
の
柱
に
締
め
付
け
ら
れ
た
。

 
嫉
妬
に
狂
う
男
性
の
用
例
は
、
近
松
の
作
品
に
お
い
て

『
心
中
天
の

網
島
』
の
紙
屋
治
兵
衛
の

一
例
の
み
で
あ
る
が
、
治
兵
衛
の
嫉
妬
に
狂

う
男
性
像
は
、
従
来
の
文
芸
に
は
未
だ
見
ず
新
し
い

「
狂
乱
」
の
あ
り

方
で
、
近
松
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
と

い
う
の
は
、
今
ま
で
女
性
に
し
か
付
与
さ
れ
な

い

〈嫉
妬
に
狂
乱
す

る
〉
と
い
う
趣
向
が
近
松
に
よ
っ
て
初
め
て
男
性
に
も
付
与
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
男
性
も
女
陛
も
同
じ
よ
う
に
嫉
妬
す
る
と
理

性
を
失
い
、
狂
乱
状
態
に
陥
る
場
合
が
あ
り
、
リ

ア
ル
な
人
間
と
し
て



描
か
れ
て
い
る
。
近
松
は
、
男
女
間
の
嫉
妬
愛
着
の
念
を

一
種
の
人
間

の
精
神
的
苦
悩
で
あ
る
と
解
し
、
そ
し
て
、
こ
の
場
合
は
そ
の
精
神
的

苦
悩
が

「
狂
乱
」
と
い
う
形
で
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

F
型
、
そ
の
他
人
間
の
精
神
的
苦
悩
に
よ
る
狂
乱

○

『五
十
年
忌
歌
念
仏
』
お
夏
の
場
合

 
米
問
屋
但
馬
屋
の
娘
お
夏
と
手
代
清
十
郎
は
、
互
い
に
恋
仲
で
密
通

し
て
い
る
の
を
主
人
に
知
ら
れ
た
。
そ
の
上
に
、
清
十
郎
は
傍
輩
勘
十

郎
の
悪
巧
み
に
は
め
ら
れ
、
清
十
郎
の
父
が
お
夏
の
嫁
入
り
道
具
を
押

さ
え
る
証
文
の
件
と
、
七
十
両
の
お
金
を
盗
ん
だ
と
罪
を
着
せ
ら
れ
た

こ
と
で
、
家
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
夜
、
清
十
郎
は
再
び
家
に
忍
び

込
ん
で
、
勘
十
郎
の
悪
巧
み
を
知
り
、
殺
そ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
同
輩

の
源
十
郎
を
殺
し
た
。
そ
こ
へ
清
十
郎
を
捜
し
に
き
た
お
夏
は
、
源
十

郎
の
生
血
に
滑
っ
て
、
怖
が
っ
て
二
人
で
そ
の
場
を
立
ち
退
こ
う
と
す

る
と
こ
ろ

へ
勘
十
郎
ら
が
現
れ
た
た
め
、
清
十
郎

一
人
だ
け
が
飛
び
出

し
た
。
清
十
郎
に
逃
げ
遅
れ
た
お
夏
は
、
「ウ我
身
の
お
そ
ろ
し
さ
ハル清

十
郎
が
気
づ
か
ひ
さ
。
気
も
さ
か
立
て
さ
ん
ら
ん
し
な
む
天
せ
う
大
じ

ん
さ
ま
。
く
は
ん
を
ん
さ
ま
う
ち
神
さ
ま
し
ぬ
と
も
ふ
た
り

一
所
に

と
。
」
胸
を
騒
が
し
て
い
る
折
か
ら
、
勘
十
郎
の
声
が
し
た
の
で
、
横

町
の
路
地
か
ら
飛
び
出
て
、
は
や
狂
乱
と
な
っ
た
。

 
こ
こ
で
お
夏
が
発
狂
し
た
原
因
は
、
長
時
間
で
の
緊
張
感
、
恋
人
清

十
郎
の
心
配
さ
、
若
さ
故
の
怖
さ
、
様
々
な
精
神
的
苦
悩
の
た
め
で
あ

る

と
考
え

ら

れ

る
。

○

『
兼
好
法
師
物
見
車
』
太
秦
又
五
郎
の
場
合

 
太
秦
又
五
郎
は
、
娘
侍
従
の
首
な
き
死
体
に
対
面
し
、
娘
が
死
ん
だ

と
い
う
思
い
が
け
な
い
事
実
に
シ
ョ
ヅ
ク
し
、
愁
嘆
の
あ
ま
り
に
狂
乱

と
な

っ
た
。

や
あ
く

わ
ら
ん
べ
ど
も
は
何
を
わ
ら
ふ
ぞ
。
何
物
に
く
る
ふ
が

お

か

し

い
と

や

。
地
色
ウ
お

か

し

い
か

わ

ら

へ
ち

つ
と

も
そ

つ
と

も

大
事

も

な

い
.
ル
ハ
ル
な

ひ

つ
。
わ

ら
ふ

つ
。

そ
だ

て
あ

げ
た

る
ウ
我

む
す

め

。
わ

れ
ウ
が

小
す

ず

め
フ
シ
う
ぐ

ひ
す

の
。
地
色
中
か

ひ
ご

の
中

の
ほ

と

Σ
ぎ

ず

し
や

が

ち

Σ
に
似

て
ち

Σ
に
似

ず

。
母

に

Σ
な
を

似

ぬ

ひ

め

う
り

の
。

つ
る

に
な

れ

く

ウ
な

れ

し
く

も

ゐ

に
色

か
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2

く
れ
な
き
。

○

『
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
』
与
次
兵
衛
の
場
合

 
人
を
け
が
さ
せ
た
智
で
座
敷
牢
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
与
次
兵
衛

は
、
父
浄
閑
と
妻
お
菊
が
自
分
を
遊
女
吾
妻
と
逃
す
こ
と
を
許
し
た
の

に
感
載
し
た
あ
ま
り
狂
乱
す
る
。

地
ハ
ル
与
次

兵

衛
猶

も

有
が

た
き

親

の
恩

と
ウ
妻

の
思

ひ
。

別
れ

の

つ

ら

さ
に

う

つ
と

り

と

。
気

ぬ

け

の
こ
と

く

よ

ろ

く

と

ス
ヱ
テ
ぜ

ん

こ
も
わ
か
ず
見

へ
け
れ
は
。

 
与
次
兵
衛
は
、
自
分
の
罪
が
親
に
及
ぶ
の
を
気
づ
か

っ
て
逃
げ
る
の

を
拒
む
が
、
父
の
命
が
け
の
懇
願
を
聞
き
入
れ
は
し
た
も
の
の
思
い
あ



ま

っ
て
気
が

狂

っ
た

の

で
あ
る

。

○

『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
小
女
郎
の
場
合

 
密
貿
易
を
し
た
た
め
に
死
罪
で
捕
ら
え
ら
れ
た
小
町
屋
惣
七
は
、
駕

籠
に
綱
を
か
け
ら
れ
連
行
さ
れ
る
途
中
で
、
自
害
を
計

っ
た
。
後
に
残

さ
れ
た
妻
小
女
郎
は
、
嘆
き
悲
し
む
あ
ま
り
に
狂
乱
と
な
っ
た
。

な

む

あ

み

だ

仏

み
だ

仏

の
。

声

も

か

す

か

に
上
脇
ざ

し

く

つ
と
ぬ

く

よ
り

は
や

く

い
き

た

へ
た
り

。
小

女

郎

わ

つ
と
声

を

上
。

待

て

下

さ
れ

つ
れ

立

た

い
。

お
ウ
そ

い
か

と

い
か

殺

さ

る

Σ
我

命

。
皆

様

お

じ

ひ
に

今

愛

て
ウ
殺

し

て
下

さ
れ

殺

し

て

と
。

。
シ
狂

ひ
わ

な

Σ
き

か
け

廻

る
。

 
以
上
の
場
合
の
狂
乱
は
、
男
女
問
の
嫉
妬
愛
着
の
執
念
以
外
の
人
間

の
精
神
的
苦
悩
よ
る
狂
乱
が
描
か
れ
て
い
る
。
近
松
は
、
様
々
な
人
間

の
精
神
的
苦
悩
や
心
の
苦
痛
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の

「
狂
う
」
現
象
を
、
演
劇
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
注
目
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
更
に
、
近
松
の

「狂
乱
」
に
お
け
る
演
劇
的
意
義
を
実
証

す
る
た
め
に
、
『
双
生
隅
田
川
』
と
い
う
作
品
を
例
に
取
り
上
げ
て
み

た
い
。二

、
『
双
生
隅

田

川
』

に

お
け

る

「
狂

乱
」

享
保
五

(
一
七
二
〇
)
年
八
月
三
日
に
大
阪
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た

『
双
生

隅

田
川

(六
}』

は

、

人
買

い
に
さ

ら

わ

れ

た

子

の
行

方

を

尋
ね

る

母
親

の
狂
乱

を
主

題

と

し
た

『
隅

田
川

』

と

い
う
物

狂
能

の
謡

曲

を

題

材

に

し

た
。

本
作

は
謡

曲

を
典

拠

に

持

ち
な

が

ら
、

説

経
節

〔七
)
に

拠

っ
た
先

行
作

の
仮

名
草

子

『
角

田
川
物

語

{八
)』
、

古
浄

瑠

璃

『
隅

田

川

〔九
)』

(
加

賀
豫

、

角

太
夫

正

本

)
か

ら
素

材

を
借

用

し

て
成
立

し
て

い
る

。
そ

れ

に
、

江
戸

で

上
演

さ

れ
た

一
連

の
隅

田

川
物

の
歌

舞
伎

の

先

行

作

を

有
す

る
が

台

帳

が
現

存

し

て

い
な

い

+̂
)
物

も
あ

る
た

め
、

こ

こ

で
は

台

帳

の
あ

る

『
出

世

隅

田

川

(+
=
』
、

そ

の
他

六

種

の
作

品

を

参

考

に

し
て

い
る

。

二

・
一 

典

拠

の
物

狂

能

『
隅
田

川
』

に

つ
い

て

 

謡
曲

『
隅

田

川
』

の
内

容

は
次

の
よ

う

で
あ

る
。

1

°隅

田
川

の
渡

し
守

は

、

今
日

が
大

念
仏

の
行
わ

れ

る

日
と
告

げ

、

 
 
舟
を
急
い
で
、
人
々
を
対
岸

へ
渡
そ
う
と
船
客
を
持

つ
。

2

曾渡
し
守
は
都
か
ら
の
旅
の
男
を
乗
せ
、
後
方
の
騒
ぎ
が
都
か
ら
の

女
物
狂
が
狂
う
の
を
人
々
が
見
て
い
る
た
め
と
聞
い
て
、
そ
の
物

狂
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。

3

°狂
女
は
街
道
に
進
み
、
子
を
思
う
親
の
切
な
さ
を
嘆
き
狂
い

[カ

 
 
ケ
リ
]
・
[サ
シ
]
人
商
人
に
東
国
に
連
れ
ら
れ
る
我
が
子
を
都
か

 
 
ら
尋
ね
求
め
て
狂
乱
し
た
と
自
分
の
身
の
上
を
語
り
な
が
ら
、
隅

 
 
田
川
辺
を
辿
る
。

4

°渡

し
守

に
乗
船

を

願

っ
た

狂
女

は
、

渡

し
守

に

狂

っ
て
み

せ
な

け

22一
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れ
ば
舟
に
乗
せ
な
い
と
い
わ
れ
て
、
沖
の
都
鳥
に
業
平
の
東
下
り

の
際

の
都
鳥
の
歌
を
踏
ま
え
て
詠
み
、
自
分
の
慕
う
子
を
尋
ね
る
。

そ
れ
を
感
じ
て
渡
し
守
は
狂
女
を
舟
に
乗
せ
る
。

°渡
し
守
は
、
舟
を
漕
ぎ
な
が
ら
、
大
念
仏
の
由
来
を
物
語
る
。
舟

が
着
い
て
、
狂
女
ば
か
り
は
下
船
せ
ず
渡
し
守
に
児
と
そ
の
親
の

名
を
確
認
し
、
我
が
子
の
死
を
知
り
、
愁
嘆
す
る
。

°梅
若
丸
の
塚
に
導
か
れ
た
狂
女
は
悲
嘆
に
昏
れ
る
。
狂
女
が
鉦
鼓

を
鳴
ら
し
念
仏
す
る
と
、
子
の
声
が
聞
こ
え
る
た
め
、
人
々
が
念

仏
を
や
め
、
母
が

一
人
で
念
仏
を
唱
え
た
ら
、
声
と
と
も
に
梅
若

の
幽
霊
が
現
れ
る
が
、
抱
こ
う
と
す
る
と
姿
が
消
え
、
草
荘
々
と

し
た
浅
茅
原
の
夜
明
と
な
る
。

 

能

『
隅

田

川
』

は
武

蔵

国
隅

田

川

の
渡

し
場

(
1
-3

)
、
舟

中

(
4

-5

)
、

対
岸

(
6

)

の
三
場

面

か
ら

構

成
さ

れ

て
い
る

。
そ

れ

ぞ
れ

の

主

要

な
見

せ
場

は

『
伊
勢

物
語

』

第
九

段

の
都

鳥

の
歌

を
踏

ま

え
た

歌

問

答

(
4
)
、
舟

中

で

の
物
語

(
5

)
、
大

念

仏

の
う
ち

に
梅

若

丸

の
亡

霊

が

現
れ

る

と

こ
ろ

(
6

)
で
あ

る

。

こ
れ

ら

の
三
要

素
が

後

の
隅

田

川
物

の
主

要

な
場
面

と

し

て
継

承
さ

れ

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る

。

 
能
で
は
、
狂
乱
す
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
シ
テ

(梅
若
丸
の
母
)
の

狂
乱
の
原
因
は
シ
テ
の
登
場
す
る
と
き
の
サ
シ
謡
で
以
下
の
よ
う
に
簡

略
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
シ
テ
の
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
狂
乱
す

る
前
の
事
件
、
つ
ま
り
発
狂
す
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

〔サ
シ
〕
シ
テ
 
こ
れ
は
都
北
白
川
に
 
年
経
て
住
め
る
女
な
る

が

思
は
ざ
る
ほ
か
に
ひ
と
り
子
を

人
商
人
に
誘
は
れ
て

行

方
を
聞
け
ば
逢
坂
の
 
関
の
東
の
国
遠
き
 
東
と
か
や
に
下
り
ぬ

と
 
聞
く
よ
り
心
乱
れ
つ
つ
 
そ
な
た
と
ば
か
り
思
ひ
子
の
 
跡

を
尋
ね
て
迷
ふ
な
り

 

一
般
に
能
に
お
い
て
は
、
概
し
て
前
後
二
段
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

即
ち
、
物
狂
と
な
る
き
っ
か
け
の
事
件
を
描
く
前
場
と
、
物
狂
が
登
場

し
て
、
そ
の
狂
い
ぶ
り
を
見
せ
る
後
場
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
二
段
構
成
は
古
作
の
能
に
多
く
、
『
丹
後
物
狂
』
や

『
柏

崎
』
な
ど
は
本
格
的
大
構
成
の
能
と
い
え
る
。
だ
が
、
時
代
が
下
る
に

つ
れ
て
、
二
段
構
成
か
ら

一
段
構
成

(前
半

・
後
半
)
へ
と
移
行
し
て

い
く
の
が
み
ら
れ
る
。
後
の
作
品
に
な
る
に
従
い
、
物
狂
と
な
る
ま
で

の
事
件
を
描
く
前
場
を
省
略
し
て
し
ま
い
、
い
き
な
り
物
狂
の
登
場
と
 
 
卸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

な
る
。
即
ち
、
な
ぜ
物
狂
に
な
っ
た
か
を
物
狂
自
身
に
語
ら
せ
る
こ
と

で
狂
い
の
原
因
を
観
客
に
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
物
狂
能

の
主
眼
が
シ
テ
の
狂
振
り
に
あ
る
こ
と
の
強
い
反
映
で
あ
ろ
う

(+
二)。

二

・
二

『
双
生
隅
田
川
』
と
先
行
作
の
比
較
-
梅
若
丸
の
母
の
狂

 
 
 
乱
に
重
点
を
お
い
て
―

 
本
作
と
先
行
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
に
よ
る
研
究

(+三
)

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
狂
乱
す
る
人
物
の
設
定
、
即
ち
、
梅
若
丸
の
母

を
班
女
と
す
る
こ
と
と
そ
の
狂
乱
に
至
る
過
程
に
関
す
る
趣
向
の
二
点

に
重
点
を
お
き
、
改
め
て
本
作
と
先
行
作
と
を
比
較
検
討
す
る
。



(
イ

)

狂
乱
す
る
人
物
の
設
定
―
梅
若
丸
の
母
を
遊
女
班
女
に
す
る

こ
と
に
つ
い
て

 
先

ず

、
梅

若
丸

の
母

が
狂

乱
す

る

と

い
う

設

定

は
、

一
部

の
歌
舞

伎

作

品
を

除

い
た

以
外

は

謡
曲

を

そ

の
ま
ま
受

け

て

い

る
。

こ

こ
で
注

目

し

た

い

こ
と
は

、
梅

若
丸

の
母

が
謡

曲

『
班
女

』

の
班

女

と

い
う
遊

女

に

組

み
合

わ
さ

れ

た

こ
と

で
あ

る
。
先

行

作

に
お

い
て
、
梅

若

丸

の
母

を

謡
曲

『
班
女

』

の
班

女

と

い
う
人
物

に

組

み
合

わ

せ
た
様

相

が
見

ら

れ

る

の

は
、

『
角

田

川
物

語

』

が
初

め

〔+
四
)
で
あ

る

。

こ
れ

は

梅
若

伝

説

が
完

成

し
た

後

に
自

然

に
生

じ
た

伝
説

の
混
合

で
あ

ろ
う

。
既

に
信

多

純

一
氏

が

「
こ
れ

は

謡

曲

『
班

女

』

の
吉

田
少

将

と

謡

曲

『
隅

田

川
』

の

「
吉

田
何
某

」

と

の
、

名
字

の

つ
な

が
り

に
依

る
も

の

で
あ
ろ

う

」
(+
五
)
と

指
摘

し

て
い
る

。
『
角
田

川
物

語
』

で
は

ま
だ

「
班
女

」

の

名

が
見

え

な

い
が

、
御

台

所

の
故
郷

と
少

将

と
結

ば

れ
た

場

所
を

「
み

の

の
国

の
が

み
」

と
す

る

こ
と

か
ら

「
班

女

」

の

こ
と
と

分

か
る

。

 
仮
名
草
子
に
基
づ
い
た
浄
瑠
璃

『隅
田
川
』
(角
太
夫

・
加
賀
豫
正

本
)
も
こ
れ
を
受
け
て

「梅
若
が
母
は
み
の
〉
国
野
上
の
宿
に
て
。
閥

敷
遊
女
な
り
し
を
兄
少
将
さ
い
あ
い
す
」
(傍
線
引
用
者

・
以
下
同
)

と
御
台
所
を
班
女
と
す
る
。

 
歌

舞

伎

の
方

は

正
妻

の
御

台

所

と
妾

の
班

女

と

明
確

に

分

け
る

+̂
六
)。

平

田
澄

子
氏

(+
七
)
は

「
歌

舞
伎

で
は
班
女

の
役
回

り

が

狂
乱

の
み

で
は

な
く

な

り
種

々

の
性

格

が
加

え
ら

れ
た

。
『
出
世

隅

田
川

』
『
愛
兄

隅

田

川
』

な
ど

で
は

狂
乱

の
場

が
姿

を
消

し

て
し

ま

っ
て

い
る
程

で
あ

る
」

と

指

摘

し

て

い
る
。

氏
に

よ

る
と

『
早
咲

隅

田

川
』

以
外

の
五
作

に
は

、

班

女

の
女

武

道

と

い
え

る
演
技

が
あ

る

。
班

女

は
男

装

し
た
り

、
敵
討

ち

に

勇
ん

だ

り

と
、

謡
曲

の

『
班
女

』

や

『
隅

田
川

』

の
ヒ

ロ
イ

ン
か

ら

考

え
ら

れ

な

い
勇

ま

し

い
女

性

と

し
て
描

か

れ

る
。

 
以
上
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
先
行
作
に
お
け
る
班
女
は
そ

の
遊
女
的
属
性
が
十
分
に
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
仮
名
草
子
で
は
梅
若
丸
の
母
の
故
郷
を
野
上
の
宿
と
す
る
が
、
班
女

の
名
と
遊
女
で
あ
る
事
に

つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
古
浄
瑠

璃
で
は

「賎
敷
遊
女
」
と
班
女
の
本
性
が
遊
女
で
あ
る
こ
と
が

一
カ
所

書
か
れ
た
が
、
そ
の
遊
女
的
性
格
は
見
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
謡
曲

『隅
田
川
』
の
母
親
的
性
格
そ
の
も
の

一
色
で
あ
る
。
歌
舞
伎
系
で
は
、 

恥
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本
来
の
班
女
の
持

つ
遊
女
的
性
格
や
梅
若
丸
の
母
親
的
性
格
を
脱
し
た

新
た
な
性
格
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
『
双
生
隅
田
川
』

で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
班
女
が
描
か
れ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
、
近
松
の
こ
れ
ま
で
の

「
班
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
触
れ

て
お
く
。
近
松
の
他
の
浄
瑠
璃
作
品
に
は
班
女
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い

る
個
所
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ひ
と
り
ゐ
の
。
班
女
が
ね
や
の
と
ほ
し
火
も
涙
に
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(『
曽
我
七
以
呂
波
』
、 
元
禄
十

一
年
)

ひ
と
り
ゐ
の
。
は
ん
女
が
ね
屋
の
さ
び
し
さ
は
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(『用
明
天
王
職
人
鑑
』、
宝
永
二
年
)



独

り

居

の
。

班
女

が

閨

の
さ

び
し

さ
は

…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』、
宝
永
三
年
)

ね
や

の
あ
ふ
ぎ
は
は
ん
女
が
お
や
ぼ
ね
に
せ
か
れ
…
…

(『
五
十
年
忌
歌
念
仏
』、
宝
永
四
年
推
定
)

 
右
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど

〈
ひ
と
り
寝
の
さ
び
し
さ
に
悲
し
む
女
性
〉

の
比
喩
表
現
と
し
て
謡
曲

『
班
女
』
の

「た
だ
思
は
れ
ぬ
身
の
程
を
思

ひ
続
け
て
独
り
居
の
班
女
が
閨
ぞ
淋
し
き
」
の
詞
章
を
引
用
し
て
い
る
。

「班
女
」
と
い
う
名
は
、
漢
の
武
帝
の
寵
愛
を
失

っ
た
班
捷
好
が
秋
扇

賦
を
作

っ
た
故
事
が
そ
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
班
女
と
仇
名
さ
れ
た
野
上
の
宿
の
遊
女
花
子
が
吉
田
の
少
将
と
契

っ
て
、
扇
を
交
換
し
て
別
れ
た
。

一
人
残
さ
れ
た
班
女
は
形
見
の
扇
に

眺
め
入
っ
て
閨
よ
り
出
よ
う
と
も
せ
ず
、
つ
い
に
宿
か
ら
追
い
出
さ
れ

て
狂
女
と
な

っ
た
。
そ
の
謡
曲
の
班
女
が
こ
れ
ま
で
の
近
松
の
作
品
の

中
で
は
、
明
ら
か
に
恋
人
と
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
、
〈ひ
と
り
寝
の

寂
し
さ
に
悲
し
む
女
性
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
と
分

か
る
。

 

一
方

、
『
双
生

隅

田

川
』

で
は

、

謡
曲

『
班
女

』

の
班

女

を

踏

ま
え

て

い
る
と

こ
ろ
は

第

二
段

の
白

川

の
下
屋

敷

の
次

の
所

の

一
カ
所

の
み

で
あ

る
。

地
ウ
班

女

と
愛

に

ふ

た
り

寝

下
の
ね

や
に

あ
ふ

ぎ

の
。

風

い
ら

ず

、

夏

な
き

宿
と

。
フ
シ
住

み
な

せ

り

(夫
)。

こ
こ
は
、
近
松
が

『班
女
』
の
詞
章
の

「独
り
居
の
班
女
が
閨
ぞ
淋

し
き
」
を
も
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
近
松
は
こ
れ
ま
で
の
彼
の

作
品
に
採
用
さ
れ
た
班
女
の

一
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り

〈
ひ
と
り

寝
の
寂
し
さ
に
悲
し
む
女
性
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
発
展
さ
せ
、
遊
女

で
、
妾
で
あ
る
と
同
時
に
母
親
で
あ
る
女
性
と
し
て
班
女
を
性
格
づ
け

た
。
特
に
三
段
目

・
口
で
は
近
松
は
班
女
を
江
戸
の
遊
女
と
し
て
描
い

た
。
こ
こ
で
は
、
班
女
の
遊
女
的
属
性
を
活
用
し
て
班
女
の
発
狂
す
る

場
面
を
説
得
性
の
あ
る
場
面
に
仕
上
げ
た
。
家
督
相
続
裁
判
の
場
で
、

班
女
が
悪
役
の
百
連
に
対
立
す
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
近
松
は
百
連

を
し
て
班
女
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
賎
し
い
遊
女

の
身
の
上
を
処
口め
さ

せ
る
。
こ
れ
が
班
女
の
精
神
状
態
を
頂
点
に
達
せ
さ
せ
る

一
つ
の
要
因

に
な
る
の
で
あ
る
。
家
督
の
決
定
が
班
女
に
下
さ
れ
る
と
き
、
百
連
が

異

議

を
示

し
、

「
詞
ア

・
御

せ
ん
ぎ

が

た

ら
ぬ

く

あ

の
女

は

も
と

み

の

Σ
国

の
が

み

の
宿

の
け

い
せ

い
。

乞
食

非

人

の
娘

も

し
れ

ず

。

万
人
に

枕

を

な
ら

べ
身

の
汚
た

る
女

。
勿

体

な
く

も
神

功

皇

后
持

統

天
皇

の
例

を

引
。

公
家

の
か

と

く
と

は
瓢

単

に

釣

が
ね

。
」
と

班

女

の
遊

女

で
あ

っ
た

こ
と

を
言

い
省

め
た

。

そ

の
と

き

班

女

は

、
「
寝
覚

の

こ
と

く

う

つ
と
り

と

。
き

よ

ろ

く

め

成

顔
打

上

。
」
と

発

狂

し

て

し
ま

う

の

で

あ
る
。
こ
の
後
の
班
女
の
狂
乱
の
所
は
遊
女
で
あ

っ
た
身
と
子
を
慕
う

母
親
の
述
懐
の
場
と
な
る
。

祠
何

ン

じ
や

。

愛
を

た

て

。

エ
イ
す

い
さ
ん

な

。
太

夫

を

し
ら

ぬ

か
。

の
が

み

の
宿

で
ぜ
ん

せ

い
の
太
夫

。
か

い
道

一
の
ふ
り

て
。

新

ぞ
う

な

ど
廻

し
た

と

は
。

ち

つ
と
ち

が

を
。

…

…

と

あ
る

よ
う

に
遊

女

の
時

の
思

い
出
を

語

っ
た

り
す

る
。

又
、

子
ど

も
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の

こ
と
を

思

い
出

さ

せ

て
、
「
お
と

せ

し
我

子

ハ
ル
の
ウ
有

な
ら

ば

。

い
な

か

も

。
ナ
ヲ
ス
住

よ

か

る
ら
ん

。
詞
そ

な
た

へ
は

い
か

ぬ
か

。
そ

こ
に
は

い

ぬ
か

。
あ

れ

く

く

。

そ
れ

く

く

く

地
ハ
ル
そ

れ
そ

こ
に
。
上
子

共

か

へ
せ
と

か

つ
は

と
中
ふ

し
て

ハ
ル
泣

狂
ふ

。
」

と
嘆

い
た

り
す

る
。

(
ロ
)
梅
若
丸
の
母
の
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程

次
に
第
二
点
の
梅
若
丸
の
母
の
狂
乱
に
至
る
過
程
に
重
点
を
置
き
、

改
め
て
本
作
と
先
行
作
と
の
比
較
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
作

の
筋

書

に
沿

っ
て
、
仮

名
草

子
、
古

浄

瑠
璃

系

と
歌
舞

伎

系

の
隅

田
川

物

と

の
比

較
を

表

に
作

成

し

て
み

た

(+
九
)。

(表
11
参

照

)

〈
表

11

>

『
双

生

隅

田

川

』

と

先

行

作

の

「
隅

田

川

」

物

の

比

較

}
覧

表

目 段 一

口中切

『
双

生

隅

田

川

』

1

(
志

賀

の
浜

辺
仮

屋

)
七

十

三

代

堀

川
院

山

王
権

現

二

十

一
社

の

鳥

居

建

立

の

新

始

め

の

場

(
用

材

論

争

)

2

(
少

将

の

館

)

御

台

所

影

の

病

で

煩

う

。

3

御

台

・
梅

若

、

班

女

・
松

若

と

対

面

す

る

。

4

御

台

に

妾

の

身

を

替

め

ら

れ

た

班

女

は

松

若

お

家

に

 

望

み

が

な

い

証

拠

に

出

家

さ

せ

た

事

を

告

げ

る

。

5

御

台

梅

若

と

松

若

が

班

女

腹

の

双

子

で

あ

る

と

明

か

 

す

。

6

天

狗

御

台

の

部

屋

に

入

り

、

二

人

目

の

御

台

に

化

け

る

。

少

将

誤

っ

て

実

の

御

台

を

刺

し

殺

す

。

仮

名

草

子

『
角

田

川

物

語

』

(
明

)

胚

明

暦

版

、

(
江

)

11

江

戸

版

・
(
古

)

腔

古

浄

瑠

璃

『
隅

田

川

』

(
角

太

夫

、

加

賀

操

正

本

)
1
七
十

三
世

堀
川

院

の
御
宇

吉

田
少

将
是

 

定

と

御

台

所

の

次

男

松

若

出

家

の
相

談

2

無

し

。

3

無

し

。

(
御

台

所

が

―
人

で

あ

る

)

4

無

し

。

松

若

出

家

の

理

由

は

ー

に

あ

る

。

5

無

し

。

梅

若

松

若

は

双

子

で

は

な

い

。

6

無

し

。

歌

舞

伎

系

(
出

)

11

出

世

隅

田

川

、

(
早

)

腫

早

咲

隅

田

川

、

(
傾

)

11

傾

城

隅

田

川

、

(
紅

)

瞳

紅

梅

隅

田

川

、

(
愛

)

11

愛

兄

隅

田

川

、

(
薮

)

目

薮

入

隅

田

川

1

各

作

品

そ

れ

ぞ

れ

に

発

端

の

場

に

趣

向

の

違

い

 

が

見

ら

れ

る

。

2

無

し

。

3

御

台

と

班

女

を

分

け

、

4

無

し

。

二
人

対

面

の

場

有

。

5

無

し

。

梅

若

松

若

は

双

子

で

は

な

い

。

6

無

し

。
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目 段 二

 

三段目

口中切中 口

 

切

7

天

狗

松

若

を

連

れ

去

る

。

8

(
京

極

正

親

町

の

路

上

)

百

連

、

景

逸

馬

上

の

密

談

 

(
鯉

の

掛

け

絵

を

盗

み

、

少

将

の

落

度

に

す

る

)
。

9

(
自

川

の

下

屋

敷

)

少

将

鯉

の

掛

け

絵

の

由

来

を

語

 

 

る

σ

1

0

舟

遊

山

-

景

事

1

1

1

掛

け

絵

の

鯉

池

に

飛

び

入

り

軍

介

と

格

闘

。

〈
水

 

 
大

が

ら

ぐ

り

>

1

2

梅

若

出

奔

。

1

3

軍

介

鯉

の
目

を

括

る

。

1

4

景

逸

少

蒋

を

獄

す

。

1

5

軍

介

敵

に

応

戦

、

梅

若

の

行

方

を

尋

ね

る

。

1

6

(
大

理

の
庁

)

武

国

・
班

女

家

督

相

続

の

訴

訟

。

1

7

百

連

も

訴

訟

、

武

国

と

口

論

。

家

督

は

班

女

に

決

 

 
定

さ

れ

る

が

、

班

女

発

狂

し

て

、

出

奔

す

る

。

1

8

(
隅

田

川

辺

り

)

人

買

惣

太

(
淡

路

俊

兼

)

梅

若

を

折

橿

し

、

死

な

せ

る

。

武

国

と

再

会

。

吉

田

家

の

破

滅

を

知

り

、

主

殺

し

の

罪

を

自

覚

し

て

自

害

。

(
天

狗

と

な

っ
て

松

若

を

探

し

出

す

と

誓

い

五

臓

六

騎

を

虚

空

に

投

げ

る

)

1

9

唐

糸

、

惣

太

と

梅

若

の

死

骸

を

葬

り

、

松

と

柳

を

 

 

植

え

る

。

7

天

狗

(
山

伏

)

が

松

若

を

さ

ら

う

。

8

松

井

源

五

定

景

、

山

田

三

郎

安

近

謀

反

 

の

談

合

。

夜

討

ち

。

俊

兼

、

応

戦

。

9

無

し

。

1

0

無

し

。

1

1

無

し

。

1

2

梅

若

出

奔

(
西

坂

本

に

落

ち

る

)
。

1

3

無

し

。

1

4

少

将

風

邪

で

没

す

。

1

5

俊

兼

が

敵

に

応

戦

、

梅

若

を

追

う

。

1

6

無

し

。

1

7

無

し

。

1

8
梅

若

人

買

い

喜

藤

次

に

拐

か

さ

れ

打

榔

さ

れ

て

死

に

至

る

。

(
人

買

い

ば

吉

田

と

無

関

係

で

あ

る

)

(
古

)

の

方

は

こ

の
人

買

い

が

後

に

俊

兼

に

討

た

れ

る

。

1

9

隅

田

川

の

里

人

が

梅

若

の

死

骸

を

葬

 

 

り

柳

を

植

え

て

大

念

仏

を

始

め

る

。

7

(
傾

)

叡

山

の

天

狗

松

若

を

追

い
出

す

。

8

(
傾

)

軍

太
左

衛

門

と

松

井

源
五

の
郎

党

藤

内

 

 

と

道

で

少

将

を

討

つ
内

談

。

9

無

し

。

1

0

(
紅

)

1

1

無

し

。

洛

陽
四

季
段

(
薮

)
少

将
丹

前
出

端

1

2

は

っ

き

り

説

明

さ

れ

て

い

な

い

。

1

3

無

し

。

1

4

少

将

の

出

国

1

5

無

し

。

・
出

家

な

ど

が

あ

る

。

1

6

無

し

。

1

7

無

し

。

-

 
Ω
0

1

0V

〔
出

)

山

岡

太

夫

、

(
早

)

山

田

三

郎

、

(
愛

)

粂

平

内

左

衛

門

旧

臣

が

誤

っ

て

梅

若

殺

し

死

に

至

る

と

い
う

設

定

有

る

。

〔
早

)

梅

若

の

死

骸

を

御

台

・
六

郎

が

介

錯

し

、

三

郎

の

死

骸

を

女

房

が

介

錯

す

る

。
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目 段 四目 段 五

口切 中

 

口切

2

0

奴

軍

介

大

名

列

の

真

似

し

て

梅

若

を

探

す

。

2

1

軍

介

石

枕

に

昼

寝

、

山

伏

(
惣

太

の

天

狗

)

の

取

り

合

い

、

東

へ
飛

ば

さ

れ

る

。

と

石

2

2

狂

女

道

行

・
ツ

レ

法

界

坊

。

2

3

(
隅

田

川

)

渡

し

守

(
唐

糸

)

の

問

答

、

班

女

の

 

 

愁

嘆

。

2

4

天

狗

松

若

を

班

女

に

渡

し

〈
大

か

ら

く

り

〉
、

人

々

を

都

に

導

く

。

2

5

(
北

白

川

堤

)

百

連

花

火

見

物

。

2

6

班

女

唐

糸

花

火

売

り

に

や

つ

し

仕

掛

け

鉄

砲

を

撃

 

 

つ

〈
水

の

上

に

て

大

か

ら

く

り

〉
。

武

国

・
軍

介

 

百

連

を

討

つ
。

2

7

松

若

に

よ

る

吉

田

家

の

再

興

。

2

0

俊

兼

が

梅

若

の

行

方

を

尋

ね

る

。

2

1

(
明

)
、

(
江

)

に

無

い

。

(
古

)

に

は

俊

兼

と

山

伏

(
天

狗

)

の

石

の

投

げ

合

い

有

る

。

2

2

梅

若

の

母

出

奔

。

狂

女

道

行

。

2

3

渡

し

守

・
狂

女

問

答

。

狂

女

の

愁

 

 

嘆

。

2

4

天

狗

松

若

を

返

す

。

2

5

無

し

。

2

6

松

若

敵

定

景

を

討

つ

。

2

7

松

若

四

位

に

任

じ

、

吉

田

家

再

興

。

2

0

(
出

)
、

(
愛

)

に

都

入

り

行

列

有

る

。

2

1

(
傾

)

喜

藤

太

(
兵

五

郎

)

天

狗

と

争

い

活

躍

す

る

。

2

2

無

し

。

2

3

(
紅

)

 

 

(
愛

)

2

4

無

し

。

黒

髪

王

子

、

〔
早

)

庄

司

の
幽

霊

平

内

の

霊

な

ど

が

渡

し

守

。

2

5

(
紅

)

源

五

川

狩

り

に

遊

び

花

見

す

る

。

2

6

(
出

)

班

女

男

装

で

山

岡

を

討

つ
。

(
傾

)

班

女

・
喜

藤

太

、

敵

を

討

つ

。

(
愛

)

班

女

平

内

を

手

こ

め

に

す

る

。

2

7

そ

れ

ぞ

れ

の
結

宋

趣

向

。

 

〈表
H
>
に
整
理
し
た
筋
書
か
ら
み
れ
ば
、
謡
曲

『隅
田
川
』
の
世

界
に
お
家
騒
動
の
構
想
を
持
ち
込
ん
だ
仮
名
草
子

『
角
田
川
物
語
』
を

骨
子
に
し
て
、
さ
ら
に
古
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
か
ら
趣
向
を
得
て
近
松
の

『
双
生
隅
田
川
』
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
勿
論
、
そ
の
中
に

近
松
の
独
自
の
発
想
に
よ
る
趣
向
も
い
く
つ
か
あ
る
。

〈表
11
>
で
比
較
し
た
結
果
で
は
、
先
行
作
で
類
の
見
ら
れ
な
い
近
松

独
自
の
趣
向
は
、
2

・
6
に
お
け
る
御
台
所
の
影
の
病
で
煩
う
趣
向
、

9
の
鯉
の
掛
け
絵
、
そ
し
て
1
6

・
1
7
に
お
け
る
班
女
の
家
督
相
続

の
裁
判
で
発
狂
す
る
趣
向
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
梅
若
丸
の
母
の
狂
乱
に

直
接
関
係
す
る
趣
向
は
後
者
の
裁
判
の
場
で
あ
る
。
後
者
の
梅
若
丸
の

裁
判
で
の
発
狂
を
中
心
に
分
析
し
、
近
松
の
扱
う

「
狂
乱
」
の

一
つ

〈人
間
の
精
神
的
苦
悩
に
よ
る
狂
乱
〉
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

 
先
行
作
に
梅
若
丸
の
母
の
狂
乱
の
過
程
、
即
ち
そ
の
発
狂
の
場
面
が

ど
う
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
見
て
み
ょ
う
。
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仮
名
草
子

『角
田
川
物
語
』
で
は
、
中
の
巻
で
母
自
ら
梅
若
丸
を
慕

っ
て
西
坂
本
を
忍
び
出
て
、
旅
人
に
東
国
の
人
買
に
東

へ
連
れ
ら
れ
た

児
の
話
を
聞
く
と
こ
ろ
、

こ

Σ
ろ
わ

づ

ら

ひ

つ
Σ
は

や

け
う

ら
ん

と
身

を
か

へ
て
、

さ

さ

の

は

し
で
き

り

か
け

、

あ
づ

ま

の
か

た
は

そ
な

た
と

、

き
き

お

よ

び

し
を

た

よ
り

に

て
、

ま
よ

ひ
お
も
ふ

ぞ

あ
は

れ
な

り

、

…
…

と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
に
母
の
発
狂
の
場
面
を
描
い
た
。

 
江
戸
版

『
す
み
だ
川
』
で
は
、
班
女
を
子
を
思
慕
し
て
発
狂
す
る
女

で
は
な
く
、
頼
ん
だ
先
の
宿
の
亭
主
に
追
い
出
さ
れ
て
一
人
旅
す
る
女

と
し
て
、
身
を
守
る
た
め
に
旅
の
装
束
を
わ
ざ
わ
ざ
狂
女
に
見
せ
か
け

る
こ
と
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。

二
人

の
子
共

を

、
行

か

た

し
ら

す
見

う
し

な
ふ

、

母
は

な

に
と

か

成

べ
き
そ

あ
ら

な

さ
け

な

や
、

あ

つ
ま

へ
尋

出
ん

か
、

水

か
ら

、

年

よ

り
た

り
け

れ

と
、

い
と
、

な
ま

め

い
た

る
、

事
な

れ
ば

、

き

や

う

ち
よ

に
な

つ
て
出

ん

と

て
、
と

あ
る

所

に
立

よ
り

、

た

び

の

し
や

う

そ
く

な
さ

れ

け

る
 

い
た
は

し
や

、

み
だ

ひ
所
は

、

は
や

し
や

う

そ
く

を
、

な

さ
れ

け

る
、
か

み
を

四

方

へ
、
ふ

り

み
だ

し

、

さ

Σ
の
は

に
、

し

で
き
り

か
け

て
、

ふ
り

か

た
け

、

し
ん

に
よ

の

月

は
、

く

も
ら
ね

ど

、

き
や

う
女
と

や

人

の

い
ふ

ら

ん
、

是

も
た

れ

ゆ

へ
、

我
子

の
た

め

と
思

へ
ば
、

う
ら

み
は
更

に

な
か

り

け
り

 
古
浄
瑠
璃

『隅
田
川
』
も
仮
名
草
子
の
梅
若
丸
の
母
の
発
狂
の
場
面

を
そ
の
ま
ま
受
け
て
、
梅
若
丸
の
母
が

一
人
海
道
に
立
ち
出
て
、
三
人

の
巡
礼
客
か
ら
東
国
の
人
買
が
東

へ
連
れ
下
る
児
の
話
を

(聞
い
て
か

ら
)

地
色
ハ
ル
ゥ
母

上

聞

も

あ
ウ
へ
給

は

ず
上
な

ふ

そ

れ

こ
そ

は
我

子

な
れ

。

尋

こ
ぬ

こ

そ
ウ
道

理
や

と

ス
ェテ
た
ふ

れ
ふ

し

て
ぞ

さ
け

ば

る

Σ
。
地
色

ハ
ル
い
と

を

し
や

ウ
母

上
は

ウ
一
と

せ
あ

ま
り

の
思

ひ
草

。
夢

も

な
す

ば
ぬ

な

げ

き

の
う

へ
に

ウ
今

又
は

つ
と

ウ
思

ひ

み
だ

れ
。

心
も

き
や

う

じ

ウ
さ
だ

め

な

く
あ

な

た

へ
は

し
り

こ

な
た

へ
か

け
。

な

い

つ

わ
ら

ふ

つ
…
…

(加

賀

檬

正
本

)

と
狂
女
に
な

っ
て
ゆ
く
場
面
を
描
く
。
こ
の
後
に
狂
女
道
行
が
続
く
。

仮
名
草
子
も
古
浄
瑠
璃
も
梅
若
丸
の
母
の
狂
乱
の
場
が

一
カ
所
の
み
で

(表
H
、
2
2
、
2
3
参
照
)、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
狂
乱
」
に
至
る
説
得

性
の
あ
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

 

一
方
、
歌
舞
伎
系
の
隅
田
川
物
で
は
、
『
出
世
隅
田
川
』
と

『
愛
兄
 
 
傷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

隅
田
川

』
以
外
の
作
品
に
は
謡
曲

『隅
田
川
』
を
受
け
た
形
で
班
女
の

狂
乱
の
場
面
が
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
先
行
作
に
対
比
し
て
、
近
松
は
班
女

の
狂
乱
の
場
面
を
次

の
ニ
カ
所
に
設
定
し
て
い
る
。

(1

)

三
段

目

の

口
で

の
家
督

相
続

の
裁

判

の
場

(
2
)

四
段

目

の
中

の
狂

女
道

行

三
+
)

 

こ

の
ニ

カ

所

の
う

ち

の
初

め

の
発

狂

の
場
面

、

(
1

)
を

中

心
に

見

て

い
く

。

(
1

)
三

段
目

・
口
 

家
督

相
続

の
裁

判

の
場

に

つ
い

て

こ
の
場
は
班
女
の
突
然
の
発
狂
で
、
初
め
て
班
女
に
狂
乱
的
行
為
が



賦
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
班
女
の
発
狂
に
至
る
ま
で
の
精

神
状
態
が
き
め
細
か
く
描
か
れ
る
。
錯
乱
状
態
に
陥
る
よ
う
な
状
況
描

写
の
配
慮
が
、
作
者
近
松
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
段
目
に
至

っ
た
班
女
は
、
次
男
の
松
若
丸
を
目
の
前
で
天
狗
に
連
れ

去
ら
れ
て
そ
の
生
死
も
分
か
ら
ず
、
そ
し
て
や
っ
と

一
緒
に
な
れ
る
夫

に
も
先
立
た
れ
、
そ
れ
か
ら
又
長
男
の
梅
若
丸
も
出
奔
し
そ
の
行
方
も

知
ら
ず
、
家
も
破
滅
し
て
し
ま
い
、
前
後
も
わ
き
ま
え
ず
ひ
と
り
ぼ

っ

ち
の
弱
い
女
の
身
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
忠
臣
の
武
国
は
吉
田
家
を
維

持
し
よ
う
と
計
り
、
梅
若
丸
、
松
若
丸
を
連
れ
帰
る
ま
で
、
後
家
の
班

女
に
仮
の
家
督
相
続
を
さ
せ
る
よ
う
に
大
理
の
庁
の
門
前
に
班
女
を
連

れ
て
、
訴
訟
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
少
将
の
義
理
の
兄
に

当
た
る
常
陸
大
豫
百
連
も
自
分
の
二
歳
の
子
に
家
督
相
続
さ
せ
よ
う
と

訴
訟
を
起

こ
し
て
い
る
。
折
り
ふ
し
今
日
は
そ
の
評
定
日
で
、
百
連
と

班
女
が
記
録
所
に
立
ち
、
対
決
の
儀
を
開
く
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、

こ
の
大
事
な
場
で
、
班
女
の
長
時
間
の
心
労
や
緊
張
感
が
頂
点
に
達
し
、

発
狂
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
近
松
は
は
じ
め
、
班
女
の
登
場

す
る
と
き
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
臆
病
で
緊
張
気
味
な
様
子
に
描
い
て

お
く
。ウ

只
お

気

づ
よ
ふ

と
乗

物

よ
り

。

た
す

け
お

ろ

せ
ば

班
女
中
の
前

。

詞
い
や

終

に
見

ね
共

。

御

前

と

き

け
ば

そ

つ
と

し

て
恐

ろ
し

い
。

め

の
ま

へ
で
た

メ
か

れ

つ
し
ば

ら

る

Σ
者

も
有

げ

也

。
地
色
中
そ

れ

を

見

た

ら
ば

め
が
ウ
ま
は

ふ

。

ハ
ル
こ
は
や

い
や

Σ
身

が
ふ

る

ふ

そ
し
て
、
そ
の
記
録
所
の
白
洲
の
上
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
地
獄
の

恐
ろ
し
い
雰
囲
気
が
漂
う
よ
う
な
場
面
と
し
て
描
き
、
班
女
の
緊
張
感

を
増
す
。

ウ
記

録

所

の
簾
中

に

出
御

あ

れ
ば

。
ウ
玉
座

に

つ
ゴ

い
て

ハ
ル
大
理

卿

大

江

匡
房

。
三

公
九

卿

八
座

七

弁
席

を

つ
中
ら

ね
。

ウ
庭

上
に

は
刑

部

省

の
官

人
等

。

ハ
ル
鐵

鞭
提

げ

縛

な
は

た
ぐ

つ
て
ひ
か

へ
し
は
。

焔

魔

の
前

の
ウ
獄
卒

に

フ
シ
角

の
は

へ
さ

る
計

也
。

そ

の
後

す

ぐ

に
悪
役

百

連

が
登

場

し

て
、
武

国

に
対

し

て

「
主

の
後

家

と

し
ぐ

ん

で
。

吉

田

の
家

を

丸

の
み

に

し
た

い
と

て
さ

せ
う

か

。
」
と

言

い
立

て

、
班

女

に

向
か

っ
て
、

「
根

心

き
た

な

き

女
め

。

そ

れ

後

の

な
は

見
た

か

。

ひ

つ
く

Σ
ら
れ

獄

屋

の
新
客

に

な
ら

ん
よ

り
。

申

お
ろ

し

て
罷
立

地
中
く

」
と

意

地
悪

い

こ
と

ば

で
脅
す

。

百
連

の
権

柄

つ
く

の
こ
と
ば

に

お
ど

さ
れ

た

班
女

は

「
ウ
玉

し
ゐ
身

に
中
つ
か

ず

」
と

い
う

 

 
匹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弓

状
態
に
陥

っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
武
国
の
話
が
梅
若
丸
、
松
若

丸
に
及
ぶ
と
百
連
が

「松
若
は
天
ぐ
に

つ
か
ま
れ
。
首
は
く
び
胴
は
胴

と
引
さ
か
れ
て
し
ん
だ
も
し
れ
ず
。
梅
若
も
首
く

、
つ
た
や
ら
身
を
投

た
や
ら
」
と
言

っ
た
言
葉
は
母
親
の
心
を
痛
め
さ
せ
る
。
こ
の
後
も
武

国
と
百
連
の
激
し
い
相
論
が
続
く
が
、
大
江
匡
房
の
思
案
に
よ

っ
て
後

家
に
よ
る
家
督
相
続
の
先
例
が
あ

っ
た
ら
後
家
に
家
を
継
が
せ
る
が
、

先
例
が
な
か
っ
た
ら
、
百
連
の
子
に
家
督
を
継
が
せ
る
と
い
う
評
定
に

な
る
。
諸
卿
が
各
記
録
を
調
査
し
て
い
る
間
に
班
女
は

「持
病
の
血
の

道
に
気
も
の
ぼ
り
宙
を
飛
ご
と
く
。
心
の
頼
は
記
録
の
面
。
善
か
悪
か

と
気
を
く
だ
き
脈
見
る
ゐ
し
や
の
ウ
ロ
を
待
。
中
。
シ
心
の
内
社
危
け

れ
。」
と
い
う
よ
う
に
緊
迫
状
態
に
お
か
れ
て
、
(そ
の
発
表
さ
れ
る
結



果
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
)
い
よ
い
よ
意
識
の
糸
が
切
れ
そ
う
で
あ
る
。

評
定
の
結
果
は
十
五
代
、
三
十
六
代
、
四
十

一
代
の
天
皇
の
后
の
後
家

家
督
相
続
の
古
例
が
あ

っ
た
た
め
、
班
女
が
家
督
に
決
定
さ
れ
る
。
そ

の
と
き
百
連
が
強
く
反
発
し
て

「あ
の
女
は
も
と
み
の
Σ
国
の
が
み
の

宿
の
け
い
せ
い
。
乞
食
非
人
の
娘
も
し
れ
ず
。
万
人
に
枕
を
な
ら
べ
身

の
汚
た
る
女
。
勿
体
な
く
も
神
功
皇
后
持
統
天
皇
の
例
を
引
。
公
家
の

か
と
く
と
は
瓢
単
に
釣
が
ね
。」
と
班
女
の
遊
女
で
あ

っ
た
こ
と
を
暴

露
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
恐
さ
故
の
緊
張
や
百
連
の
様
々
な
悪
口
や
脅
し

の
こ
と
ば
に
耐
え
て
き
た
班
女
は
、
自
分
が
家
督
を
継
ぐ
よ
う
に
な

っ

た
こ
と
、
即
ち
裁
判
に
勝

っ
た
こ
と
、
自
分
が
善
で
あ
る
こ
と
等
そ
ん

な
こ
と
と
関
係
な
し
に
も
う
精
神
が
錯
乱
し
て
、
「
胴
ワ
ハ
＼
ハ
・
。

く

。
何

が

お

か

し

い
く

。
ホ

・
ホ

・
。

く

あ

れ

く

く

。
そ

れ

く

く

。

ウ
い
と

し
や

の
。

い

つ
の
間

に

た

が

し
た

ぞ

。
其

な

り

見
や

。

手

に

百

八

の
数

珠

持

て
。

せ

き

だ

か

た

し
げ

た

か
た

し

。
舞
柏

木

の

ゑ
も
ん

は

。
ウ
都

の
内

に

て
ま
り

を

け

る

ア
リ
イ

く

。
ウ
源

氏
は

明
石

の
た

い
を

釣

ル
。

ハ
ル
山
姥

は

山

路

に

て
。

ス
ェ
テ
た

き

ゴ
を

こ
ら
せ

給

ひ

け
る

。
敢
し
れ

ぬ

は
ウ
浮

世

し
や

ナ

ア
。

詞
お

も

し
ろ

い
そ

。
」

と

い

う
よ

う
に

笑

っ
た

り
舞

っ
た
り
歌

っ
た

り

し
て

発
狂

し

た

の
で
あ

る
。

 
今
ま
で
の
先
行
作
に
は

一
切
生
か
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
班
女
の
遊
女

的
性
格
は
、
近
松
に
よ
っ
て
再
び
こ
こ
で
生
か
さ
れ
た
。
私
は
、
こ
の

第
三
段
の
口
で
の
班
女
の
発
狂
の
最
大
の
原
因
を
、
裁
判
前
で
遊
女
で

あ

っ
た
こ
と
を
暴
露
さ
れ
た
こ
と
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
出
身
が
低
い

が
た
め
に
班
女
は
周
り
の
人
か
ら
い
じ
め
ら
れ
て
、
常
に
苦
心
し
て
い

る
。
次
の
よ
う
に
班
女
の
本
性
に
つ
い
て
近
松
は
作
品
中
に
何
度
も
強

調
し
て
い
る
。

第

一
段
、
百
連
の
言
葉
、

 

詞先
年
お
う
し
う
国
司
の
時
。
金
山
貢
物
の
運
上
に
て
公
家

一
番

 
の
金
持
。
地色ウ
下
屋
敷
に
ウ
珠
玉
を
ち
り
ば
め
班
女
と
い
ふ
手
か
け

 
を
す
ゑ
。
松
若
と
い
ふ
妾
の
子
を
摂
家
清
花

の
御
公
達
も
及
ぬ
も

 
て
中な
し
。

第

一
段

、
御

台

所

の
言

葉

、

 

ム

・
す

い

し
た
り

お

の
れ

が
母

の
班
女

は

み

の

Σ
国

。

の
が

み

の

 
宿

の
け

い
せ

い
の
成
あ

が

り
。

少

将

殿

の
子
を

う
ん

だ

是
見

よ
が

 

し

に

の
さ
ば

り
顔

せ

う

で
な
。

地
色
ウ
此

花
桶

の
ひ
め

ゆ
り

。
ウ
色
は

 

う

つ
く

し
け

れ
共

ハ
ル
恐
ろ

し
や

班

女

め
が

。
ま

つ
此

通

り
根

性

が

 

鬼

ゆ
り
。

ウ
手
に

取
も

け
が

ら

は

し
な

ふ

ご
は
や

第

一
段

、
班

女

の
言

葉

、

 

詞
工

・
上

ら

う

に
似

合

ぬ
さ

も

し

い
。

本

妻

か
手

か

け

か
名

こ
そ

 

か

は
れ

吉

田

の
少

将

殿

の
妻
は

つ
ま

。
地
色
中
さ
れ

ウ
共

立

べ
き

人

を

 

立

る
が

ハ
ル
女

の
道

と

た

し
な

み

か

り

ね
中
に

も
。

や

か
た

を

跡

に

 

は

フ
シ
ね

ぬ

は

い

の
。

地
色
中
此
度

の
病

気

も

。松

若

を

ハ
ル
総

領

に
立

ん

 

為

。
ウ
は
ん

ち

よ
が

て
う

ぶ
く

の
ろ

ひ
事

と
ウ
お

上

屋
敷

取

沙
汰

と
。

 

近
松

は
、

遊

女

の
成
り

上

が
り

の
身

と
妾

で
あ

る
事
実

を

、

班
女

に

と

っ
て
最
大

の
弱
点

と

し

て
設
定

し

て

い
る
。

出
身

が
低

い
た

め
に

、

班

女
は

い

つ
も

一
種

の
劣

等
感

を

抱
き

、

周
り

の
人
々

か
ら

も

い
じ
め

ら

れ

て
、
常

に

苦

心
し

て

い
る
。

こ

の
弱

点
を

も

っ
て

百
連

が

大
勢

の

一31一



前
で
遊
女
で
あ

っ
た
こ
と
を
暴
露
し
た
た
め
、
班
女
の
精
神
的
苦
痛
が

頂
点
に
達
し
、
発
狂
に
至

っ
た
と
い
う
状
況
描
写
の
方
法
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
近
松
は
班
女
の
発
狂
の
場
面
を
必
然

的
な
こ
と
と
し
て
書
き
上
げ
た
。
班
女
の
精
神
状
態
が
徐
々
に
高
ぶ

っ

て
い
っ
て
、
狂
わ
ね
ば
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
て

い
く
描
写
法
で
あ
る
。
近
松
の
精
神
描
写
の
手
法
に
よ

っ
て
、
観
客
は

班
女
の
狂
乱
が
無
理
の
な
い
こ
と
と
し
て
納
得
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

近
松
が
こ
の
三
段
目

・
口
に
仕
組
ん
だ
家
督
相
続
の
裁
判
趣
向
は
、
班

女
の
発
狂
を
説
得
性
の
あ
る
場
面
に
仕
上
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
浄
瑠
璃
に
お
い
て
よ
く
あ
る
後
家
に
よ

る
家
督
相
続
裁
判
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
の
場
で
女
が

発
狂
す
る
よ
う
な
趣
向
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
文
芸
に
類
の
見
ら
れ
な

い
近
松
独
自
の
発
想
で
あ
る
。

 

こ

こ
で
、

近
松

が
彼

の
浄
瑠

璃
を

通

し

て
観

客

に
見

せ
よ

う
と

す

る

「
狂
乱

」
と

は
、

単
な

る
狂

い

の
パ

フ

ォ
ー

マ

ン
ス
や

狂

い

の
舞

い
に

と

ど
ま

る
も

の
で
は

な
く

、
人

間

の
精

神
的

な

狂

乱
そ

の
も

の
、

つ
ま

り
、

現
代

の
医
学

で
言
う

「
狂

気

」

な

の

で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、
近

松

の

「
狂
乱

」
を

扱

っ
た
浄

瑠
璃

は

、

人
間

の

〈
精
神

的

苦
悩

〉

を
描

い

た
劇

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

で
き

る

の

で
は
な

い
だ
ろ

う
か

。

 
謡
曲
の
狂
女
の
狂
乱
の
原
因
が
サ
シ
謡
で
簡
略
に
説
明
さ
れ
て
い
る

の
と
、
先
行
作
の
仮
名
草
子
や
古
浄
瑠
璃
の
狂
乱
が
狂
乱
に
至
る
ま
で

の
過
程
を
省
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
近
松
は
こ
の
場
面
を
設
け
る
こ

と
で
、
狂
女
の
精
神
的
狂
乱
を
必
然
的
な
こ
と
と
し
て
描
く
。
こ
れ
は

近
松
浄
瑠
璃
の
扱
う

「
狂
乱
」
の
意
義
が
人
間
の
精
神
的
苦
悩
を
描
い

た
劇
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
実
例
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

三

、

近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「
狂
乱
」
と
従
来
の
芸
能
に
お
け
る

「狂
乱
」

三

・

一 

物

狂
能

に

お
け

る

「
狂

乱
」

 
物
狂
能
は
現
行
曲
の
能
の
五
番
立
て
の
四
番
目
、
く
る
い
物

(狂
女

物

三
+
ご
)
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
、
物
狂
た
ち
の

狂
乱
を
見
せ
場
と
す
る
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
物
狂
能
に
現
れ
る

「物
 
 
㍗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弓

狂
」、
物
狂
た
ち
が
見
せ
る

「
狂
乱
」
と
は
、
能
に
お
い
て
如
何
な
る

意
義
を
持

つ
で
あ
ろ
う
か
。

 

先
ず

、

世

阿
弥

の
本
説

を
見

て
み

る
と

、
『
風
姿

花
伝

』

第

二
物

学

条

々

に
は

「
物

狂
」

に

つ
い
て
、

 

 
物

狂

此
道

の
第

一
の
面

白
つ

く

の
芸
能

な

り

と

あ

る
よ

う
に

、
世

阿
弥

は
物

狂

を
能

に

お

い
て
、

最

も
面

白

さ

の
限

り

を

尽

く

し

た
物

で

あ

る
と

説

い

て

い

る
。

世

阿

弥

が

こ

こ

で

い
う

「
面
白

つ

く

の
芸
能

」
と

は

ど
う

い
う

意
味

で
面
白

い
と

い
う

の
か

、

更

に
彼

が

『
拾

玉
得

花
』

に
述

べ
て
あ

る
と

こ
ろ

を
見

て

い
く

。

又
、

物
狂

な

ん
ど

の
事

は

、
恥

を

さ
ら

し
、

人
目

を
知

ら

ぬ
事

な

れ
ば

、

こ
れ
を

当
道

の
賦
物

に

入

べ
き
事

は

な
け

れ
共

、

申
楽

事



と
は

是
な

り

。
女

な

ん
ど

は
、

し
と

や

か

に
、

人
目

を
忍

ぶ

も

の

な
れ

ば

、
見

風

に

さ

の
み
見
所

な

き
に

、
物

狂

に
な

ぞ

ら

へ
て
、

舞

を

舞

い
、

歌

を
謡

い
て
狂

言
す

れ
ば

、

も
と

よ
り

み

や

び
た

る

女
姿

に

、
花

を

散

ら

し
、
色

香
を

ほ

ど

こ
す

見
風

、
是

又
な
に

よ

り

も
面

白
き

風

姿

也
。

『
拾

玉
得

花

』

に

は

、
「
物
狂

」

は

、

恥
を

さ

ら

し
、

人

目

を

知
ら

な

い
こ
と

で
あ

っ
て

、
普

通

の
女
を

「
物

狂

」
と

い
う

こ
と

に

し
て
、

舞

い
、
謡

い
、

狂

言

さ
せ

る
事

を

見
る

の
が

面
白

い
と
具

体
的

な

説
明

が

さ

れ

て
い

る
。

こ
れ

は
物

狂

能

の
性

質

上

、

そ

の
眼

目

三
+
二
)
が

シ

テ

の
舞
ぶ

り

狂

い
ぶ

り

に
あ

る
か

ら

で
あ

る

こ
と
は

言
う

ま

で

も
な

い
。

こ

こ
で
説

か

れ

て

い
る
世

阿
弥

の
本

説

に

「
女
な

ん

ど
は

…

…
物

狂
に

な

ぞ

ら
え

て
」
と

あ

る
よ

う
に

能
に

現
れ

る
物
狂

は

〈
狂

気

を
見

せ

る

た
め

の
狂

気
〉

の
演
技

を

す

る
と

い
う
前

提

か
ら

始

ま

る

の
で
あ

り
、

決

し
て

〈
人

間

の
精
神

的

な
狂

乱
〉

の
意

義

を
有

す

る
も

の
の
よ

う
に

は
読

み
と

れ

な

い
と
言

わ

ざ

る
を
得

な

い
。

又
、

物

狂
能

の

「
狂

乱
」

が

〈
人

間

の
精
神

的

な

狂
乱
〉

と

い
う
解

釈

法

を
否

定
す

る

考
え

方
は

、

既

に
先

学

三
+
三
)
の
研

究

に
あ

っ
た

。
そ

の
幾

つ
か

を
紹

介

し

て
お
く

。

能
の
狂
人
た
ち
は
今
日
私
た
ち
の
謂
ふ
所
の
精
神
病
者
で
は
決
し

て
な

い
。
…
…
能
の
狂
乱
は
、
た
だ
芸
術
に
於
て
の
み
認
め
ら
る

べ
き
特
殊
の
狂
乱
で
あ
る
。
更
に
委
し
く
云
ふ
な
ら
ば
、
狂
乱
者

が
自
分
の
意
志
に
依

っ
て
中
止
す
る
こ
と
と
同
様
に
自
由
に
開
始

す
る
こ
と
の
出
来
る
狂
乱
で
あ
る
。
斯
の
如
き
狂
乱
を
私
た
ち
の

実
生
活
の
中
に
想
像
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

(
野

上
豊

ノ
郎

「
物

狂
考

三
+
四
)し

物
に
狂
ふ
と
か
、
物
に
狂
じ
る
と
か
い
ふ
言
葉
が
謡
曲
の
中
に
は

数
多
く
あ
る
。
そ
れ
は
普
通
に
狂
乱
と
い
ふ
言
葉
で
表
は
さ
れ
る

場
合
と
は
ち
が

っ
て
、
精
神
の
錯
乱
と
か
昏
迷
と
か
い
ふ
や
う
な

状
態
で
は
な
く
、
却

っ
て

]
種
の
忘
我
的
歓
喜
の
心
境
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(
同

「
能

の
遊
狂

精

神

(二
+
五
v」
)

能

の
物

狂
は

、

一
時
的

な
興

奮
状

態

で
歌

舞
、

物

ま
ね

を
演

じ

る

人
や

旅

芸

人

の
場

合
が

多
く

、
,
気
違

い

で
は
な

い
。

(
日
本

思
想

大

系

「
世
阿

弥

・
禅
竹

」

風

姿

花
伝

、

二
三

頁
頭

注
)

 
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
物
狂
能
に
お
け
る

「
狂
乱
」
は
、
〈人
間
の

精
神
的
な
狂
乱
〉
の
意
義
を
有
す
る
物
と
言
う
よ
り
は

く狂
気
を
見
せ
 
 
卸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弓

る
た
め
の
狂
気
〉
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
で
、
能
に
お
い
て
の
み

認
め
ら
れ
る
べ
き
特
殊
な
狂
乱
で
あ
る
。
次
に
こ
の
よ
う
な

「狂
乱
」

の
意
義
を
持
つ
物
狂
能
が
近
松
の
浄
瑠
璃
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

三

・
二

物
狂
能
に
お
け
る

「狂
乱
」
と
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「狂
乱
」
の
意
義
の
比
較

 
物
狂
能
の

「
狂
乱
」
の
意
義
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
で
は
、
物

狂
能
か
ら
題
材
を
摂
取
し
た
近
松
の

「狂
乱
」
を
扱
っ
た
浄
瑠
璃
で
は
、

物
狂
能
本
来
の
持
つ

「
狂
乱
」
を
ど
の
よ
う
に
享
受
し
、
変
質
さ
せ
た



か
そ
の
様
相
を
探

っ
て
み
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
近
松
の
物
狂
能
の
題

材
の
扱
い
方
、
即
ち
、
物
狂
能
摂
取
の
方
法
を
通
し
て
検
討
す
る
の
が

最
も
分
か
り
や
す
く
て
、
適
切
で
あ
る
と
思
う
。

 
近
松
の

「狂
乱
」
を
扱

っ
た
二
四
編
の
浄
瑠
璃
作
品
の
中
で
物
狂
能

の
謡
曲
に
典
拠
が
あ
る
作
品
が
三
作
あ
る
。
謡
曲

『蝉
丸
』
を
典
拠
と

し
た

『
せ
み
丸
』
、
『
松
風
』
を
典
拠
と
し
た

『
松
風
村
雨
束
帯
鑑
』、

『隅
田
川
』
と

『
班
女
』
を
典
拠
と
し
た

『
双
生
隅
田
川
』
の
三
作
が

そ
れ
で
あ
る
。

○
近
松
物
狂
能
摂
取
の
方
法
を
通
し
て
み
た
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

 

「
狂
乱
」
の
意
義

 

『
せ
み
丸
』
、
『
松
風
村
雨
束
帯
鑑
』、
『
双
生
隅
田
川
』
の
三
作
を

「狂
乱
」
を
扱

っ
た
近
松
浄
瑠
璃
の

一
つ
の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

周
知
の
と
お
り
こ
の
三
作
は
物
狂
能
の

『
蝉
丸
』
、
『
松
風
』
、
『隅
田

川
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
題
材
を
と
り
、
作
品
の
世
界
を
謡
曲
の
そ
れ
ぞ

れ
に
定
め
た
物
で
あ
る
。
但
し
、
謡
曲
を
浄
瑠
璃
に
そ
の
ま
ま
取
り
入

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
変
質
-
狂
乱
す
る
人
物
、
狂
乱
の
原
因
の

設
定
や
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
お
け
る
変
質
i
を
伴
い
な
が
ら
の

摂
取
方
法
を
と

っ
て
い
る
。
こ
の
変
質
を
伴
い
な
が
ら
の
摂
取
法
は
勿

論
物
狂
能
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
謡
曲
に
限
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
謡
曲
摂
取

の
近
松
浄
瑠
璃
に
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
る

三
+
六)。
但
し
、
物
狂
能
の

謡
曲
摂
取
の
場
合
は
、
そ
の
変
質
の
手
法
に
よ

っ
て
生
じ
る
、
典
拠
の

物
狂
能
の
謡
曲
と
そ
れ
に
拠

っ
た

「狂
乱
」
を
扱

っ
た
浄
瑠
璃
の
間
の

違
い
目
が
、
物
狂
能
本
来
の
持
っ
て
い
る

「狂
乱
」
の
意
義
と
近
松
浄

瑠
璃
の
持

っ
て
い
る

「
狂
乱
」
の
意
義
の
意
義
的
違
い
を
示
す
物
で
あ

る
。
こ
の
意
義
的
違
い
を
実
証
す
る
た
め
に
、
物
狂
能
摂
取
の

『
せ
み

丸
』、
『
松
風
村
雨
束
帯
鑑
』、
『
双
生
隅
田
川
』
と
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
で

あ
る
謡
曲
の

『
蝉
丸
』、
『松
風
』、
『
隅
田
川
』
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の

「狂
乱
」
の
要
素
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
変
質
し
た
要
素
-
狂
乱

す
る
人
物
、
狂
乱
の
原
因
の
設
定
や
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
お
け

る
変
質
ー
を
明
ら
か
に
す
る
。

[
一
]
、

謡

曲

『
蝉
丸

』

と

『
せ

み
丸

』

に

つ
い
て

 
謡
曲
で
は
、
狂
乱
す
る
人
物
は
蝉
丸
の
姉
宮
の
逆
髪
の
宮
で
あ
る
。

シ
テ
逆
髪
の
サ
シ
謡
い
に
、

我
皇

子

と
は
生

れ

ど

も

、

い

つ
の
因
果

の
故

や

ら
ん

、

心
よ

り
よ

り
狂

乱

し

て
、

辺
土

遠

境

の
狂
人

と
な

つ
て
、

緑

の
髪

は
空

さ

ま

に
生

ひ
上

つ
て
、

撫

つ

れ
ど

も
下

ら
ず

。

と
あ
る
よ
う
に
逆
髪
の
宮
が
前
世
の
因
果
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
髪
が
逆
立
つ
奇
病
に
か
か
っ
て
狂
人
と
な
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

能
を
演
じ
る
と
き
は
こ
の
後
が
シ
テ
の
激
し
い
狂
乱
の
舞

(カ
ケ
リ
)

を
見
せ
場
と
す
る
の
で
あ
る
。

 
浄
瑠
璃
で
は
、
本
来
な
ら
狂
乱
す
る
は
ず
の
逆
髪
の
宮
に
狂
的
性
格

を
賦
与
し
な
い
で
、
蝉
丸
の
北
の
方
と
芭
蕉
の
前
に
狂
乱
さ
せ
る
と
い
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う

設
定

に
な

る
。

北

の
方
は

蝉

丸

に
、
夫

婦

で
あ
り

な
が

ら

二
年

と

い

う
年

月

が

過
ぎ

た

が
夫

婦

の
語

ら

い
が

な
か

っ
た
恨

み
ご

と
を

言

い
、

つ
い
に

一
緒

に

一
夜

を

過

ご
す

こ
と

が

で
き

た

。

し
か

し
そ
れ

も

又

、

直

姫

と

い
う

蝉
丸

が

密
通

し

て

い
る
女

性

の
出

現

で
邪
魔

さ

れ
た

。

北

の
方

は

、

蝉

丸
と

直

姫

が
交

わ

し
た

誓
紙

を

見

て
、

「
く

は

つ
と

せ

き

立
か

ん

ば

せ

に
ち

す

ぢ

は

し
ん

く

の
あ

み
を

は

り

。

か
ウ
み

さ
か

し

ま

に

立

の

ぼ

り
。

し
ん

ゐ

の
身

ぶ

る

ひ
は

を

な

ら

し

三
+
七
)」
と

い
う

よ

う

に
発

狂
す

る
に
至

る

の

で
あ

っ
た

。
近

松

は

、
北

の
方

の
狂

乱

の
原

因

を
嫉

妬

の
執

心

に
よ

る

も

の
と
設

定
す

る

の
で
あ

る
。

 
芭
蕉
の
前
は
、
蝉
丸
を
恋
慕

っ
て
、
次
の
よ
う
に
叶
わ
な
い
思
い
の

あ
ま
り
つ
い
に
狂
乱
す
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

色
ム

・
そ
れ

な

る
は
蝉

丸

さ
ま

な
を

姫
御

前

と

は
御
色
身

の
事

か

。

ウ
う

ら
め

し

や
は

つ

か

し
や

い

つ
は

り
多

き

ハ
ル
御

一
言

。

誠

と
思

ひ

身
を

こ
が

し
恋

に

心
を

な
や

ま

し

て
。

あ

ら
れ

ぬ
思

ひ
に

く

る

ひ
中
し
も
。

…

浄
瑠
璃
に
は
、
逆
髪
の
宮
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
説
明
し
か
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
逆
髪
の
宮
の
狂
的
行
動
が
見
ら
れ
な
い
。

地
わ

ら

は

、
さ

か

ゴ

み
と

て
蝉
丸

の
ハ
ル
あ
ね

な

る
が

。
ゐ

ん

ぐ

は

の
か

た

は
に

か

み

さ
か

さ

ま

に
は

へ
し

ゆ

へ
父

み
か

ど

に

も
色
き

ら
は

れ

て
。

か

Σ
る
わ

び

し
き

す
ま

ゐ
な

が

ら
是

は
く

は

こ

の
ゐ

ん
ぐ

は

な
れ

ば

ハ
ル
い
の
る

べ
き

力
な

し
。

 
謡
曲
で
は
、
松
風
と
村
雨
と
い
う
二
人
の
海
女
の
幽
霊
が
行
平

へ
の

恋
の
妄
執
に
狂
乱
す
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
上
ゲ
歌
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。恋

ひ
草
の
 
露
も
思
ひ
も
乱
れ

つ
つ
 
露
も
思
ひ
も
乱
れ
つ
つ

心
狂
気
に
な
れ
ご
ろ
も
の
 
み
の
日
の
祓
ひ
や
木
綿
四
手
の
 
神

の
助
け
も
な
み
の
上
 
あ
は
れ
に
消
え
し
う
き
身
な
り

こ
の
後
が
シ
テ
が
狂
乱
し
て
舞
う
ク
セ
の
舞
の
見
せ
場
に
な
る
。

浄
瑠
璃
で
は
、
松
風
の
死
霊
の
業
平

へ
の
恋
の
妄
執
の
た
め
の
狂
乱

で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
松
風
の
妹
村
雨
と
行
平
の
祝
言
に
現
れ
て
、

妹
に
激
し
い
嫉
妬
の
気
持
ち
の
た
め
に
狂
乱
す
る
と
い
う
設
定
に
な
る
。

松
風
の
詞
に

「詞
狂
人
と
て
な
笑
ひ
給
ひ
そ
。
筋
な
き
こ
と
を
い
ふ
に
 
 
畠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弓

こ
そ
。
地
か
ほ
か
た
ち
も
行
平
さ
ま
に
ハルゥ余

り
よ
く
に
た
る
故
。
か
た

み
と
思
ひ
色
な
ぐ
さ
み
し
も
の
を
。
ウタイ
形
見
こ
そ
今
は
あ
だ
な
れ
是
な

く
は
。
ハル
忘
る
Σ
ひ
ま
中
フシ
も
あ
り
な
ん
も
の
を
」
と
あ
る
よ
う
に
謡

曲
の
詞
章
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
違
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
即
ち
、
謡
曲

で
は
、
松
風
が
行
平
の
形
見
の
烏
帽
子
狩
衣
を
手
に
し
て
、
狂
乱
す
る

場
面
で
あ
っ
た
は
ず
が
松
風
が
妹
の
村
雨
と
行
平
の
仲
を
嫉
妬
し
て
狂

う
場
面
に
書
き
換
え
ら
れ
た
。

[
三
]
、

謡
曲

『
隅

田

川
』

と

『
双
生
隅

田

川
』

に

つ
い
て

[
二
]
、

謡
曲

『
松

風
』

と

『
松

風
村

雨
束

帯
鑑

』

に

つ
い

て

謡
曲
で
は
、
狂
乱
す
る
人
物
が
梅
若
丸
の
母
で
、
狂
乱
の
原
因
は
子



を
思
い
慕
う
た
め
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
も
こ
の
二
点
に
つ
い

て
は
、
謡
曲
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
で
は
、
梅
若
丸
の
母
の

発
狂
の
原
因
は
単
な
る
子
を
慕
う
た
め
と
言
う
よ
り
は
、
お
家
騒
動
に

巻
き
込
ま
れ
て
、
家
督
相
続
の
裁
判
に
連
れ
ら
れ
て
様
々
な
心
労
を
受

け
て
精
神
が
錯
乱
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
変
質
の
要
素
を
比
較
表
に
ま

と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

典
拠

の
物
狂
能

の
謡
曲

近
松

「
狂
乱
」

を
扱

っ
た
浄

瑠
璃

蝉
丸

せ

み
丸

松
風

松
風
村
雨
東
帯
鑑

隅
田
川

双
生
隅
田
川

狂
乱
す
る
人
物
の
設
定

逆
髪
の
宮

北
の
方
、
芭
蕉
の
前

松
風
の
死
霊

生
き
て
い
る
松
風
、
生
き
霊

梅
若
丸
の
母

梅
若
丸
の
母

(班
女
)

狂
乱
の
原
因
に
お
け
る
設
定

前
世
の
因
果
に
よ
る

嫉
妬
の
執
心
に
よ
る

恋
の
妄
執
に
よ
る

嫉
妬
の
執
心
に
よ
る

子

へ
の
思
い
に
よ
る

様

々
心
労
を
受
け

た
事

に
よ

る

狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程

(精

神
的
な
狂
乱
を
引
き

起
こ
す
必
然
性

の
あ
る
場

面
設
定
の
有
無
)

無有

(
い
)

無有

(
ろ
)

無有

(
は
)

(
い
)
北
の
方
の
長
枕
切
り
、
直
姫
の
出
現
、
蝉
丸
の
直
姫
に
交
わ
し
た
誓
紙

の
披
露

(ろ
)
行
平
と
村
雨

の
夫
婦

の
契
約
、
二
人
の
祝
言

(は
)
家
督
相
続
裁
判
の
場

 
比
較
表
で
明
確
に
な
っ
た
変
質
の
要
素
は
、
物
狂
能
と
近
松
の
浄
瑠

璃
に
お
け
る

「
狂
乱
」
の
意
義
的
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
既
に
触

れ
て
お
い
た
よ
う
に
物
狂
能
の
眼
目
は
、
物
狂
に
な
ぞ
ら
え
た
シ
テ
の

狂

い

の
舞
や

謡

に
あ

る
か

ら

、
そ

の
物

狂

の
狂

乱
に

至

る
ま

で

の
過

程

と

い
う

よ

り
も

、
狂

気
と

み
な

さ
れ
た

シ

テ

の
狂

い
ぶ

り
を

し

て

い
る

と

こ
ろ

(
カ
ケ

リ

の
舞
、

ク

セ
舞

)

が
主
要

な

見
せ

場

と
な

る

。
物

狂
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に
な
っ
た
原
因
の
説
明
は
シ
テ
の
サ
シ
謡
な
ど
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
る
。

能
に
現
れ
る
物
狂
た
ち
に
は
、
そ
の
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
即
ち
、

精
神
的
な
狂
乱
を
引
き
起
こ
す
必
然
性
の
あ
る
場
面
、
説
得
性
の
あ
る

場
面
が
な

い
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
簡
略
に
な

っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

物
狂
能
に
お
け
る

「
狂
乱
」
の
意
義
は

〈狂
気
を
見
せ
る
た
め
の
の
狂

気
〉
と
い
う
べ
き
意
義
を
有
す
る
。

 
し
か
し
、
近
松
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
、
狂
乱
す
る
人
物
、
狂
乱
の
原

因
の
設
定
、
及
び
狂
乱
に
至
る
ま
で
の
過
程
-
精
神
的
な
狂
乱
を
引
き

起
こ
す
必
然
的
な
場
面
…
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

近
松
物
狂
能
摂
取
の
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「狂
乱
」
は
、
以
上
で
明
ら
か

に
し
た
変
質
の
要
素
を
見
て
分
か
る
よ
う
に

〈人
間
の
精
神
的
苦
悩
に

よ
る
狂
乱
〉
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

◎
 
お
わ
り
に

 
小
稿
に
お
い
て
、
近
松
の

『
双
生
隅
田
川
』
を
例
に
取
り
上
げ
、
物

狂
能
摂
取
の
浄
瑠
璃
を
中
心
に
見
て
、
物
狂
能
か
ら
継
承
さ
れ
た

「狂

乱
」
の
芸
能
の
演
技
的
意
義
を
検
証
し
て
き
た
。
近
松
が
物
狂
能
か
ら

題
材
を
摂
取
す
る
と
き
は
、
変
質

(狂
乱
す
る
人
物
、
狂
乱
の
原
因
の

設
定
及
び
狂
乱
に
至
る
過
程
に
お
け
る
変
質
)
を
伴
い
な
が
ら
の
摂
取

方
法
を
と

っ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
ゆ
る
変
質
の
要
素
は
、
物
狂
能
と
近

松
浄
瑠
璃

の
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
の
扱
う

「
狂
乱
」
の
意
義
的
違
い
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
能
の
扱
う

「
狂
乱
」
は
、
〈
狂
気
を
見
せ
る
た
め
の

狂
気
〉
と
い
う
べ
き
意
義
で
、
能
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
特

殊
な
狂
乱
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
に
お
い
て
は
そ
の
面
白
さ

(眼
目
、

花
)
が
物
狂
に
な
ぞ
ら
え
た
シ
テ
の
狂
い
ぶ
り
舞
ぶ
り
に
あ

っ
た
の
で
、

狂
乱
に
至
る
筋
道
よ
り
は
狂
乱
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
舞
や
謡
の
方
に
作

者
は
作
劇
の
重
点
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
の
精
神
的
苦

悩
と
し
て
の

「狂
乱
」
の
描
出
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
。

 
と
こ
ろ
が
、
近
松
の
浄
瑠
璃
の
扱
う

「狂
乱
」
は
そ
れ
と
は
違
う
。

近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る

「狂
乱
」
は
、
〈人
間
の
精
神
的
苦
悩
〉
即
ち
、

人
間
の
狂
気
を
描
い
た
劇
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
近
松
は
、

物
狂
能
か
ら
題
材
を
摂
取
し
、
「狂
乱
」
の
伝
統
を
享
受
し
な
が
ら
、

そ
の
演
劇
的
意
義
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
因
と

し
て
、
第

一
、
近
松
自
身
の
芸
術
観
が
あ
げ
ら
れ
る
。
近
松
の
芸
術
観

が
う
か
が
え
る

『難
波
土
産
』
の
発
端
の

「そ
れ
が
し
が
憂
い
は
み
な

義
理
を
専
ら
と
す
」
の
中
で
言
う

「
義
理

(必
然
性
、
条
理
)」
は
、

例
え
ば
、
こ
の
場
合
の

「狂
乱
」
の
描
写
で
は
、
狂
乱
す
る
人
物
の
精

神
的
狂
乱
を
引
き
起
こ
す
必
然
性
の
あ
る
場
面
を
設
け
る
こ
と
で
実
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「芸
の
六
義
が
義
理
に

つ
ま
り
て
あ
は
れ
な

れ
ば
、
節
も
文
句
も
き
つ
と
し
た
る
ほ
ど
い
よ
く

あ
は
れ
な
る
も
の

な

り
」

と

い
う

の
も

こ

の
場
合

は

、
そ

の
狂

乱
す

る
人
物

が
様

々
な
状

況

で
追

い

つ
め

ら
れ

、
精
神

に

苦
痛

を

う
け

狂

わ
ね

ば

い
ら

れ
な

く

な

り

、

つ
い
に

発

狂
に
至

る
と

い
う

と

こ
ろ

に
巧

ま
れ

て
い

る
。
そ

の

発

狂

の
様

子

が
、
観

客

側

に
共
感

の
で
き

る
よ
う

な
場

面

と

し
て
描

か

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
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ま
た
、
第
二
の
要
因
と
し
て
、
能
と
浄
瑠
璃
の
完
成
す
る
と
き
の
時

代
背
景
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
を
迎
え
る
観
客
層
の
趣
味
嗜
好
が
あ
げ
ら

れ
る
。
(
こ
れ
に
関
す
る
詳
し
い
研
究
は
、
久
米
朋
美
氏
の

「
近
松
の

謡
曲
摂
取
と
そ
の
手
法
―
近
世
に
お
け
る
謡
曲
の
普
及
と
浄
瑠
璃
ー
」

に
あ
る
。)
浄
瑠
璃
が
完
成
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
人
々
は
、
慰
き
物
、

前
世
の
因
果
な
ど
宗
教
性
の
濃
い
物
よ
り
は
、
現
実
的
な
嫉
妬
愛
着
の

よ
う
な
執
心
物
の
方
を
好
ん
だ
。
そ
れ
に
、
近
松
が
活
躍
し
た
頃
に
は
、

能
は
浄
瑠
璃
の
先
行
芸
能
で
あ
り
な
が
ら
、
併
行
芸
能
で
も
あ

っ
た
。

当
時
、
能
は

一
般
的
に
武
士
の
管
理
下
に
あ
っ
た
た
め
、

一
般
庶
民
が

能
を
見
る
機
会
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
々
の
間
に
は
、

謡
本

三
+
八
)と

い
う
形
で
普
及
し
て
い
た
。
安
値
な
物
も
あ
る
た
め
広

範
囲
で
流
行
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、

一
般
庶
民
が
謡
い
本

を
通
し
て
、
謡
曲
の
知
識
を
十
分
に
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

近
松
が
謡
曲
を
題
材
に
し
、
浄
瑠
璃
を
作
劇
し
た
際
に
は
、
観
客
の
要

求
に
応
じ
て
変
質
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う

三
+
九
)。
例
え

ば
こ
の
論
考
に
例
に
取
り
上
げ
た

『隅
田
川
』
は
、
宝
永
四
年
の

『
乱

曲
組
盃
(三‡
』
に
こ
の
曲
の
卑
俗
化
し
た
形
の
や
つ
し
謡
い

『勒
角
田

川
』
が
で
き
る
ほ
ど
普
及
し
て
い
た
。
ま
た
、
『
双
生
隅
田
川
』
の
成

立
以
前
に
繰
り
返
し
て
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
翻
案
さ
れ
る
ほ
ど
人
気
が

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
『
双
生
隅
田
川
』
は
、
近
松
生
前
に

一
回
の
上
演

が
あ
り
、
そ
れ
以
後
江
戸
時
代
に
お
い
て
の
京
阪
で
の
興
行
は
、
全
六

回
の
上
演
記
録

三
+
一)
が
あ
る
。
初
演
以
後
の
上
演
で
は
主
に
三
段
目

の
口
、
中
、
切
を
中
心
に
演
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
三
段
目
の
班
女
の
発

狂
す
る
場
と
人
買
い
惣
太
の
梅
若
殺
し
の
場
が
、

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
名
場
面

〈
注

〉

(
一
)
高
野
正
巳

『
近
世
演
劇

の
研
究

』
(
昭
和
十
六
年
九
月
二
十
二
日
、
東
京
堂
)
の

狂
乱
物
に
つ
い
て
書
か
れ

て
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
が
氏

の
論
文
の

「
近
松
作
品
の
分
類
法
」
(『国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
十
三
年

二
月
号
)

に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
松
崎
仁

「
狂
気
と
江
戸
時
代
演
劇
」
『
文
学
に
お
け
る
狂
気
』
梅
光
女
学
院
大
学
公

 

 

開
講
座
論
集
第
三
十

一
編
 

一
九
九
二
年
六
月
三
十
日
 
笠
間
書
院

(三
)
内
訳
、
浄
瑠
璃
編
百

一
編
、
浄
瑠
璃
参
考
資
料
編

(存
疑
作
)
十
三
編
。

(
四
)
能
作
者
世
阿
彌
が
分
類
し
た

「
神

・
仏

・
生
霊

・
死
霊
」
等
に
葱
か
れ
て
狂
う

《
愚

き
物
故
の
物
狂
い
》
と

「親
に
分
か
れ
、
子
を
尋
ね
、
夫
に
後
る

、
か
や
う
の
思
ひ

に
狂
乱
す
る
」
《
思
い
故

の
物
狂

い
》
で
あ
る
。
世
阿
彌
作

『
風
姿
花
伝
』
第
二
物

学
条
々

(五
)
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
第

二
巻

(昭
和
三
十
六
年
三
月
三
十
日
、
平
凡
社

)
に
ょ
る

 
 

と
、
「
歌
舞
伎
舞
踊

で
は
、
「
物
狂
い
」
と
も
い
い
、
能
の
狂
乱
物
を
受
け
て

一
系
統

 
 

を
な
す
。
こ
れ
を
女
方
中
心
の
も
の
と
立
役
中
心
の
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

前
者
に
は
、
『
賎
機
帯
』、
『角
田
川
』、
『
お
七
狂
乱
』、
『
笠
物
狂
』
(
お
夏
清
十
郎
)

 
 

な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
『椀
久
』
、
『
保
名
』
(小
袖
物
狂

)、
『
仲
蔵
狂
乱
』、
な

 
 

ど
が
あ
る
。
『
松
平
大
和
守
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
万
治
か
ら
元
禄
七
年

(
一
六
五
八

 
 

年
～

}
六
九
四
年
)
に
か
け
て
、
『小
野
狂
』、
『
あ
こ
ぎ
物
狂
』
、
『
狂
乱
松
風
駄

 
 

『
染
殿
狂
乱
』、
『
妻
物
狂
』、
『枯
野
狂
乱
』
、
『伊
勢
参
旅
寝
野
狂
乱
』、
『か
た
み
の
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狂

乱
』
、
『
枕
物

狂

』
、
『
思

の
狂

女

』
、
『
情

の
狂
乱

』
、
『
狂
乱

尺
八

』
、
『
婦

見
物

狂

』
、

『
花
見

狂

乱

』
、
『
た

ゴ
す

物

狂
』
、
『
徳
利

狂

乱

』
、
『
恋

の
狂

乱

』
、
『
お

せ

ん
物

狂
』

な
ど
の
外
題
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に
狂
乱
物
は
、
そ
の
こ
ろ
、

歌
舞
伎
の
大
き
な
ジ

ャ
ン
ル
と
し
て
で
き
あ
が

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
舞
伎

の
狂
乱
物
に
お
け
る
特
色
は
、
男
物

の
う
ち
に
 
狂
乱
が
多
い
こ
と
と
、
仲
蔵
狂
乱

や
保
名
の
ご
と
く
、
長
袴
を
踏
み
し
だ
き
、
そ
の
さ
ば
き
が
む

つ
か
し
い
も
の
の
あ

る
こ
と
、
ま
た
多
く
は
、
カ
ケ
リ
の
鳴
物
で
、
紫
ち
り
め
ん
の
病
鉢
巻
を
し
て
片
肌

の
脱
ぎ
か
け
、
手
に
笹
や
扇
や
小
袖
を
持

っ
て
登
場
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。」
と

郡
司
正
勝
氏
の
説
明
が
あ
る
。

(六
)
本
作
に
関
す
る
研
究
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 
 

一
、
細
井
栄
吉

「
隅
田
川
劇
考

『
双
生
隅
田
川
』
に
就

い
て
」
『
国
文
学
研
究
』
昭

 

和
十
年
十

一
月
 
早
稲
田
大
学
国
文
学
会

二
、
志
田
義
秀

「
梅
若
伝
説

の
流
れ
」
『
日
本

の
伝
説
と
童
話
』
昭
和
十
六
年
十

一

 

月
 
大
東
出
版
社

三
、
白
方
勝

「
『双
生
隅
田
川
』

の
成
立
と
人
買
物
と
し
て
の
意
義
」
『
新
居
浜
工
業

 

高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第
二
巻
 
昭
和
四
十

一
年
三
月

四
、
安
部
真
理
子

「
『双
生
隅
田
川
』
の
三
段
目
を
中
心
に
」
『
藤
女
子
大
学
国
文
学

 

雑
誌
』
昭
和
四
十
九
年

五
、
平
田
澄
子

「『
双
生
隅
田
川
』
に

つ
い
て
―
江
戸
と
近
松
」
『
文
教
大
学
国
文
』

 

昭
和
五
十
九
年
三
月
 
文
教
大
学
国
語
研
究
室

六
、
近
藤
端
男

「
人
買
惣
太
の
誕
生

『
双
生
隅
田
川
』
成
立
の

一
面
」
『
立
教
大
学

 
 
日
本
文
学
』
昭
和
六
十
三
年
 
立
教
大
学
日
本
文
学
会

七
、
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会

『
梅
若
縁
起

の
研
究
』
昭
和
六
十
三
年

一
月

八
、
河
合
眞
澄

『
双
生
隅
田
川
』
『
講
座
元
禄
の
文
学
第
四
巻

・
元
禄
文
学
の
開
花

 
 
m
』
平
成
五
年
三
月
 
勉
誠
社

九
、
原
道
生

「
浄
瑠
璃

の
完
成
」
四

「
廻
り
合
わ
せ
の
悪
さ
」
に
よ
る
悲
劇
―

『
双

 
 
生
隅
田
川
』
の
場
合
 
岩
波
講
座

『
日
本
文
学
史
』
第
八
巻
 

↓
九
九
六
年
八

 
 
月
八
日
 
岩
波
書
店

(七
)
『
松
平
大
和
守
日
記
』
に
拠
れ
ば
寛
文
元

(
一
六
六

】
)
年
以
前
に
説
経

の
正
本

 
 

『
す
み
だ
川
』
が
存
在
し
た
が
、
現
存
し
て
い
な

い
。

(八
)
明
暦
二
年
版

『
角
田
川
物
語
』、
『
近
世
文
藝
叢
書
』
第
三

(明
治
四
十
三
年
九
月
)

 
 

所
収
。
ま
た
、
『
説
経
正
本
集
』
第
三
巻

(横
山
重
編
 
昭
和
四
十
三
年
 
角
川
書

 
 

店
)
に
江
戸
版
の

『
す
み
だ
川
』
が
あ
る
。
本
作
と
多
少
違
う
所
が
あ
る
が
、
大
筋

 
 

で
は
大
差
が
な
い
。
横
山
重
氏
の
付
録
解
題
十

一
に
よ
る
と
江
戸
版
の
方
が
再
印
本

 
 

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る

。

(九
)
加
賀
操

正
本
は

『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
 
加
賀
隷
編
』
第
四
の
翻
刻
を
、
角
太
夫
正
本

 
 

は

『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
 
角
太
夫
編
』
第
三
の
翻
刻
を
使
用
し
た
。
こ
の
二
本
は
文

 
 

章
も
曲
節
付
け
も
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

(十
)
『
松
平
大
和
守
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
貞
享
五

(
一
六
八
八
)
年
に

『
今
角
田
川
』
四

 
 

番
続
き
、
元
禄
七

(
一
六
九
四
)
年
に

『
し
か
た
角
田
川
』
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
が

 
 

分
か
る
が
、
台
帳
が
現
存
し
て
い
な
い
。

(十

―
)
本
作
と
そ
の
他

『早
咲
隅
田
川
』、
『
傾
城
隅
田
川
』
三
作
は

『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作

 
 

集
』
上
巻

(高
野
辰
之
、
黒
木
勘
蔵
校
訂
)
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
『
紅
梅
隅
田

川
』
と

『
愛
兄
隅
田
川
』
は

『
江
戸
板
狂
言
本
』
(
二
)
と

(四
)、
古
典
文
庫
第
四

八
八
冊
、
五
七
四
冊
に
翻
刻
が
あ
る
。
『
薮
入
隅
田
川
』
は
東
京
芸
術
大
学
付
属
図

書
館
蔵
。
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(十

二
)
西
野
春
雄

「
物
狂
能
の
系
譜
」
(『
日
本
文
学
誌
要
』
十
八
号
 
昭
和
四
十
二
年
十

月
 
法
政
大
学
国
文
学
会
)
(
二
)、
物
狂
能
の
構
成
に
関
し
て
述

べ
る
と

こ
ろ
に
よ

る
。

(
十
三

)
注

(
六
)

の

一
、

二
、

三
、

五
、

六
、

七

、

八

の
論
文

。

(
十

四
)

白

方
勝

氏

の
論

文

(
注

六

の
三

)

に
よ

る

。
氏

は

梅
若
松

若

兄
弟

の
母

を
班

女
と

 
 

し
た
趣
向
は

こ
の
作
に
最
初
に
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

(十
五
)
注

(
八
)
の

『説
経
正
本
集
』
第
三
巻

 
付
録
解
題
十
二
 
信
多
純

一
氏
補
記
。

(十
六
)
細
井
栄
吉
氏
の
論
文

(注
六
の

一
)
に
よ
る
。
氏
は
、

こ
れ
は
歌
舞
伎
に
お
い
て

 
 

初
め
て
試
み
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
述

べ
て
い
る
。

(
十
七
)
注

(六
)
の
五
の
論
文
。

(十
八
)
注

(六
)
の

一
の
細
井
氏
の
論
文
に
こ
の
謡
曲

『班
女
』
を
踏
ま
え
た
文
に
つ
い

て

「矢
張
り
彼

の
謡
曲
の
主
想
と
な
れ
る
閨
の
扇
を
引
用
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か

っ

た
。
か
う
し
て
謡
曲
班
女
と
の
不
即
不
離
の
交
渉
を
保
持
し
た
。
謡
曲
班
女
が
語
る

昔
の
恋
物
語
を
近
松
は
苑
に
現
実
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。

(十
九
)
こ
の
比
較
表
は
、
か

つ
て
平
田
澄

子
氏

「
『双
生
隅
田
川
』
に

つ
い
て
1
江
戸
と

 
 

近
松
ー

」
(注
六
の
五

)
が
整
理
さ
れ
た
も
の
も
参
考
に
し
て
い
る
。
但
し
、
氏

の

 
 

備
考

の
欄
に
挙
げ

ら
れ
た
仮
名
草
子

『角
田
川
物
語
』
明
暦
版
、
江
戸
版
の

『
す
み

 
 

だ
川
』、
古
浄
瑠
璃

『
隅
田
川
』
角
太
夫
、
加
賀
豫
正
本
を
新
た
に

一
覧
表
に
加
え
、

 
 

さ
ら
に
い
く

つ
か
の
氏
の
見
落
し
も
訂
し
て
い
る
。

(
二
十
)
本
作

の
狂
女
道
行
に
つ
い
て
は
前
半
と
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
半
は

 
 

山
伏
法
界
坊
が
ヅ
レ
と
な

っ
て
、
神
お
ろ
し
踊
り
と
偏
尽
く
し
の
遊
び
で
、
狂
女
を

 
 

慰
め
な
が
ら
、
隅
田
川
に
着
く
ま
で
で
、
後
半
は
謡
曲

『隅
田
川
』
の
主
要
な
場
面

 
 

の
渡
し
場
、
舟
中
、
対
岸
の
構
成
を
受
け
た
形
で
描
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
梅
若
丸

の
亡
霊
と
見
え
る
の
が
惣
太
の
天
狗
が
連
れ
戻
し
た
松
若
丸
で
あ
る
と
こ
ろ
に
近
松

の
逆
転

の
趣
向
が
あ
る
。

(
二
十

一
)
野
上
豊

一
郎

「
物
狂
考
」
(『能
 
研
究
と
発
見
』
昭
和
五
年
二
月
十
日
 
岩
波

 
 

書
店
)
に

「
物
狂
の
能
に
は
、
狂
乱
す
る
者
の
性
に
応
じ
て
、
男
物
狂
と
女
物
狂
と

 
 

の
区
別
が
立

て
ら
れ
て
あ
る
。
併
し
、
単
に
物
狂
と

い
ふ
時
は
、
女
物
狂
を
意
味
す

 
 

る
場
合
が
多

い
。
そ
れ
は
女
物
狂
の
方
が
曲

の
数
に
お
い
て
も
多
数
で
あ
り
、
そ
れ

 
 

だ
け
ま
た
広
く
喜
ば
れ
た
歴
史
を
持

っ
て
ゐ
る

こ
と
に
依

っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
て
ゐ

 
 

る
。」
と
あ
る
。

(
二
十
二
)
西
野
春
雄

「
物
狂
能
の
系
譜
」
(『日
本
文
学
誌
要
』
十
八
号
 
昭
和
四
十
二
年

 
 

十
月
 
法
政
大
学
国
文
学
会
)
に
よ
る
。
氏
は
、
物
狂
能
の
、
素
材
、
構
成
、
眼
目

 
 

の
三

つ
の
観
点
か
ら
物
狂
能
の
特
徴
と
面
白
さ
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
眼
目
に
関

 
 

し
て
は
次

の
よ
う
に
述

ぺ
て
い
る
。
「
(三
)
眼
目

「
恥
を
さ
ら
し
、
人
目
を
知
ら
ぬ

 
 

事
な
れ
ば
、
是
を
當
道

の
ふ
し
物
に
入
る

ぺ
き
事
は
な
け
れ
ど
も

」
(拾
玉
得
花
)

 
 

と
い
う
物
狂
を
登
場
さ
せ
る
意
味
は
、
何
よ
り
も
、
物
狂
の
芸
尽
し

「
狂
い
」
を
舞

 
 

台
に
再
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従

っ
て
、
物

狂
能

の
主
眼
も
、
実
に
こ
の
点
に
あ
り
、

 
 

シ
テ
の
舞
ぶ
り
狂

い
ぶ
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ス
ト
ー
リ
ー
が
親

子
の
再

 
 

会
に
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
極
言
す
れ
ば
親
子
の
生
き
別

 
 

れ
は
狂
わ
せ
る
た
め

の
手
段
で
あ
り
、
再
会
は
結
末

へ
導
く
た
め
の
筋
道
で
あ

 
 

る
。」

(
二
十
三
)
昭
和
六
十
二

(
一
九
八
七
)
年
二
月
号

『
国
語
国
文
』
に
大
谷
節
子
氏
の
発
表

 
 

さ
れ
た
論
文

「
物
狂
能

の
意
味
」
に
物
狂
能
の

「
狂
乱
」
を
通
説

の

「偽
り
の
狂

 
 

気
」
と
い
う
解
釈
法
を
否
定
し
て
、
「
人
間
の
心
の
高
ま
り
、
思
い
の
高
ま
り
」
説

 
 

を
主
張
し
た
研
究
が
あ

っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
通
説
の
解
釈
法
に
従
う
。

 1'



(二
十
四
)
注

(二
十

↓
)
に
同
じ
。

(二
十
五
)
注

(
二
十
四
)
に
同
じ
。

(
二
十
六
)
久
米
明
美
氏

「
近
松

の
謡
曲
摂
取
と
そ
の
手
法
ー
近
世
に
お
け
る
謡
曲
の
普
及

と
浄
瑠
璃
―
」
(『日
本
文
学
』
東
京
女
子
大
学
 
第
六
十
九
号
 
昭
和
六
十
三
年
三

月
)
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。

(
二
十
七
)
加
賀
操
の

『あ
ふ
ひ
の
う

へ
』

の
御
息
所
の
激
し
い
嫉
妬
の
姿
の
詞
章

「両
眼

 
 

光
り
輝
き
て
、
髪
そ
ら
さ
ま

に
立
上
…
…
」
を
転
用
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
二
十
八
)
表
章
氏

の

「"
う
た
い
"
考
ー
そ
の
発
達
史
を
中
心
に
―

」
(『
文
学
』
第
二
十

 
 

五
号
 
昭
和
三
十
二
年
九
月
)。
他
に
、
『鴻
山
文
庫
本
の
研
究
―
謡
本
の
部
ー
』
に

 
 

謡
本
に

つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。

(
二
十
九
)
注

(二
十
七
)
久
米
氏
の
論
文
に
よ
る
。
氏
は
近
松
及
び
近
松

以
前
の
浄
瑠
璃

の
謡
曲
を
摂
取
す
る
態
度
や
手
法
は
、
観
客
の
も

つ
謡
曲
の
知
識
や
そ
れ
に
対
す
る

趣
味
嗜
好
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
近
松
は
謡
曲
流
行
の
最
盛
期

に
あ
り
、
し
か
も
単
な
る
謡
曲

の
踏
襲
で
は
対
応
で
き
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
観

客
の
趣
味
嗜
好
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
浄
瑠
璃
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述

べ
た
。

(
三
十
)
井
浦
芳
信
氏

〈近
世
文
学
資
料
翻
刻
〉
「や

つ
し
謡
三
種

11

『
乱
曲
扇
拍
子
』
・

 
 
 
『
乱
曲
組
盃
』
・
『
乱
曲
颯
颯
箱
』
」
(
『東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
』
昭

 
 

和
四
十

一
年
十
二
月
)
に
よ
る
。

(三
十

」
)
『
義
太
夫
年
表

・
近
世
編
』
(
義
太
夫
年
表
近
世
編
刊
行
会
 
昭
和
五
十
五
年
十

 
 

月
二
十
三
日
 
八
木
書
店
)
に
よ
る
と
双
生
隅
田
川
の
京
阪
で
の
上
演
は
、
次
の
通

 
 

り
で
あ
る
。

 
 

一
、
享
保
五

(
一
七
二
〇
)
年
八
月
三
日
、
竹
本
座
、
大
阪

二

、

三

、

四

、

五

、

六

、

七

、

安
永
元

(
一
七
七
二
)
年
八
月
朔
日
、
竹
本
座
、
大
阪
、
三
段
目
の
口

・
切

天
明
二

(
一
七
八
二
)
年
九
月
二
七
日
、
竹
本
市
座
、
大
阪
、
序

の
中
、
序
の

切
、
三
段
目
の
口

・
中

・
切

文
政

二

(
一
八

一
九
)
年
五
月
十
三
日
い
な
り
境
内
、
大
阪
、
三
段
目
の
口

・

中

・
切

天
保
元

(
一
八
三
〇
)
年
九
月
二
十
五
日
、
御
霊
境
内
、
大
阪
、
惣
太
内
の
段

(
三
の
切
)

天
保

一
}

(
一
八
四
〇
)
年
十

一
月
七
日
、
座
摩
西
の
芝
居
、
大
阪
、
わ
た
し

場
の
段

(
四
の
切
)
惣

太
住
家
の
段

(三
の
口

・
切
)

喜
永
六

(
一
八
五
三
)
年
四
条
北
側
大
芝
居
、
京
都
、
惣
太
住
家
の
段

(三
の

口

・
切
)

・
本
文
の
引
用
は
、
以
下
の
各
書
に
よ
る
。
但
し
、
表
記
の
上
で

―
部
省
略
し
た
箇
所
が
あ

る
。
な
お
、
年
代
考
証
は
、
『
近
松
全
集
』
 
に
よ

っ
た
。

『
近
松
全
集
』
(岩
波
書
店
)

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
謡
曲
百
番

(岩
波
書
店
)

『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
 
加
賀
橡
編
』
第

四

(大
学
堂
書
店
)

『
近
世
文
藝
叢
書
』
第
三

(国
書
刊
行
会
)
『角
田
川
物
語
』

『
説
教
正
本
集
』
第
三

(角
川
書
店
) 

江
戸
版

『
す
み
だ
川
』

『
日
本
思
想
大
系
』
世
阿
彌
縄
竹

(岩
波
書
店
)

(ケ
オ
リ
ッ
チ
ィ
デ
ー
ト
 
ラ

ッ
ダ
ー

・
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
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