
ザ
・
近
松
第
二
巻
近
松
を
知
る

ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本

ザ
・
近
松
〜
鯖
江
発
〜

第
二
巻
近
松
を
知
る



は
じ
め
に

私
、『
ち
か
も
ん
く
ん
』
こ
と
、
近
松
門

ち
か
ま
つ
も
ん

左
衛

ざ

え

門も
ん

で
す
。
本
名
は
杉
森
信
盛

す
ぎ
も
り
の
ぶ
も
り

と
申
し
ま

す
。
私
は
、
福
井
に
生
ま
れ
、
三
歳
の
こ
ろ
か
ら
、
十
年
あ
ま
り
を
鯖
江

さ

ば

え

で
過
ご
し
て
お

り
ま
し
た
。
今
で
も
鯖
江
の
山
々
や
日
野
川
の
流
れ
、
吉
江

よ

し

え

城
下
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い

を
あ
ざ
や
か
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
青
年
時
代
に
京
都
に
ま
い
り
、
こ
こ
で
文
学
を
勉

強
し
、
浄

じ
ょ
う

瑠
璃

る

り

や
歌
舞
伎

か

ぶ

き

の
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
、
私
の
こ
と
を
元
禄
の
三
大
文
豪
と
か
東
洋
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
い
っ
て

く
だ
さ
い
ま
す
が
、
私
の
文
学
に
は
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
鯖
江
の
豊
か
な
自
然
や
人
情

と
い
う
も
の
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
鯖
江
は
私
に
と
っ
て
、
た
い

へ
ん
思
い
出
深
い
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
。



こ
の
た
び
、
ふ
る
さ
と
鯖
江
の
皆
さ
ん
に
『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本
』「
近
松
を
知
る
」

を
発
刊
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
本
に
は
、
私
の
お
い
た
ち
か
ら
は
じ
ま
り
、
私
を

支
え
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
や
時
代
背
景
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
記し

る

さ
れ
て
お
り
、「
近
松
」

に
つ
い
て
あ
ま
り
ご
存
知
な
い
方
に
も
や
さ
し
く
読
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

私
が
生
ま
れ
て
三
四
八
年
。
私
に
つ
い
て
の
本
が
ま
た
一
冊
発
刊
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

こ
の
本
が
多
く
の
皆
さ
ん
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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一
、
お
い
た
ち

文
豪

ぶ
ん
ご
う

近
松

ち
か
ま
つ

門も
ん

左
衛

ざ

え

門も
ん

の
本
名
は
杉
森

す
ぎ
も
り

信
盛

の
ぶ
も
り

。
承
応

じ
ょ
う
お
う

二
年
（
一
六
五
三
）、
越
前

え
ち
ぜ
ん

（
現
在
の
福

井
県
）
の
吉
江
藩
士
・
杉
森
信
義

の
ぶ
よ
し

の
次
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
小
さ
い
頃
の
呼
び
名
は
次
郎

じ

ろ

吉き
ち

と
い
い
ま
し
た
。

父
の
信
義
は
、
第
三
代
福
井
藩
主
・
松
平

ま
つ
だ
い
ら

忠
昌

た
だ
ま
さ

に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
正
保

し
ょ
う
ほ
う

二
年
（
一
六
四

五
）
忠
昌
が
亡
く
な
り
、
三
男
の
福
松

ふ
く
ま
つ

君ぎ
み

が
吉
江
藩
主
と
な
る
と
、
福
松
君
に
従
っ
て
、
吉
江

藩
士
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
福
松
君
は
ま
だ
五
歳
（
数
え
年
で
六
歳
）
だ
っ
た
の
で
、
彼
が

元
服

げ
ん
ぷ
く

（
男
子
が
成
人
と
な
っ
た
こ
と
を
祝
す
儀
式
）
す
る
ま
で
は
そ
の
ま
ま
福
井
に
住
ん
で
い
た

よ
う
で
す
。

次
郎
吉
（
後
の
近
松
）
は
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

1

第
一
章

近
松
の
生
涯
①
鯖
江
で
の
少
年
時
代



2

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）、
十
二
歳
（
数
え
年
で
十
三
歳
）
で

元
服
し
た
福
松
君
は
昌
親

ま
さ
ち
か

と
名
の
り
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）、

四
十
七
名
の
家
来
と
一
緒
に
吉
江
の
地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
時
に
杉
森
一
家
も
吉
江
に
移
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
松

二
歳
（
数
え
年
で
三
歳
）
の
時
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
十
数
年
間
、
近
松
は
吉
江
藩
士
の
子
と
し
て
こ
の
鯖

江
で
過
ご
す
の
で
す
。
父
信
義
は
禄
高

ろ
く
だ
か

（
年
俸
）
三
百
石
の
中
級
以

上
の
武
士
で
し
た
の
で
、
裕
福
な
家
庭
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

近
松
に
は
、
兄
・
市
三
郎

い
ち
さ
ぶ
ろ
う

（
後
は
智
義

と
も
よ
し

と
名
の
る
）
と
、
弟
・

金
三
郎

き
ん
ざ
ぶ
ろ
う

（
後
は
伊
恒

こ
れ
つ
ね

と
名
の
る
）
が
い
ま
し
た
。
他
に
二
人
の
弟

が
い
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
母
は
、
福
井
藩
医
で
あ
っ
た
岡
本

お
か
も
と

為
竹

い

ち

く

の
娘
・
喜
里

き

り

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
と
は
し
て
い
ま

せ
ん
。

杉森家系譜（杉森唯智氏所蔵）



3

二
、
福
井
藩
と
吉
江

よ

し

え

藩

時
は
、
徳
川
氏
の
時
代
で
す
。
慶
長

け
い
ち
ょ
う

五
年
（
一
六

〇
〇
）、
徳
川

と
く
が
わ

家
康

い
え
や
す

の
次
男
・
結
城

ゆ

う

き

秀
康

ひ
で
や
す

が
六
十
八

万
石
の
初
代
福
井
藩
主
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二

代
は
秀
康
の
長
男
・
忠
直

た
だ
な
お

、
三
代
は
秀
康
の
次
男
・

忠
昌
と
続
き
ま
す
。

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）、
忠
昌
が
亡
く
な
り
、

長
男
・
光
通

み
つ
み
ち

が
第
四
代
藩
主
と
な
る
と
、
次
男
・

昌
勝

ま
さ
か
つ

（
幼
名
仙
菊

せ
ん
ぎ
く

）
に
松
岡
五
万
石
、
三
男
・
昌
親

ま
さ
ち
か

（
幼
名
福
松
）
に
吉
江
二
万
五
千
石
が
分
け
与
え
ら
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
福
井
藩
の
分
家
と
し
て
、
鯖

江
に
吉
江
藩
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

吉江町図（松平文庫 松平宗紀氏所蔵 福井県立図書館保管）



館
や
か
た

は
現
在
の
鯖
江
市
吉
江
町
に
建
て
ら
れ
、
領
地

は
丹
生
郡

に
ゅ
う
ぐ
ん

二
十
六
ヶ
村
、
坂さ

か

井い

郡ぐ
ん

十
ヶ
村
の
他
全
四

十
四
村
で
し
た
。

延
宝

え
ん
ぽ
う

二
年
（
一
六
七
四
）、
第
四
代
福
井
藩
主
・

光
通
の
死
に
よ
り
、
昌
親
が
第
五
代
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
て
吉
江
藩
は
な
く
な
り
ま
す
。
吉
江
藩
の
存
続

は
わ
ず
か
三
十
年
足
ら
ず
で
し
た
。

廃
藩
後
、
館
、
侍
屋
敷

さ
む
ら
い
や
し
き

等
は
す
べ
て
福
井
に
移
転

さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
の
杉
本
町
西
光
寺

さ
い
こ
う
じ

の
表
門
は

吉
江
藩
邸
の
表
御
門
を
移
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
街
道
を
挟は

さ

ん
で
七
つ
の
曲
が
り
角
が
あ

り
（
七な

な

曲ま
が

り
）、
城
下
町
の
面
影

お
も
か
げ

を
今
に
残
し
て
い
ま

す
。

4

旧吉江城下のたたずまい



三
、
育
っ
た
ま
ち
吉
江

と
こ
ろ
で
、
近
松
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
吉
江
と
は
ど
ん
な
町
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

吉
江
町
は
、
吉
江
藩
が
成
立
し
て
で
き
た
町
で
す
。
侍
屋
敷
を
中
心
に
、
新
町

し
ん
ま
ち

・
西
町

に
し
ま
ち

・

本
町

ほ
ん
ま
ち

・
東
町

ひ
が
し
ま
ち

・
柳
町

や
な
ぎ
ま
ち

な
ど
の
町
人
町

ち
ょ
う
に
ん
ま
ち

が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

昔
こ
の
あ
た
り
は
、
葦

あ
し
（
よ
し
）

ど

茂し
げ

る

こ

か

「

い

が
つ
い
た
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
日
野

ひ

の

川が
わ

、
大
谷

お
お
た
に

の
池い

け

な
ど
の
豊
か
な
水
と
、
経
ヶ
嶽

き
ょ
う
が
た
け

や
春
慶

し
ゅ
ん
け
い

寺
山

じ

や

ま

な
ど
の
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
日
野
川
を
下
る
と
、
当
時
に
ぎ
わ
い
を
見
せ

て
い
た
三み

国く
に

湊み
な
と

に
通
じ
、
近
松
も
そ
の
光
景
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
吉
江
と
隣
接

り
ん
せ
つ

し
た
丹
生
郡
西に

し

田
中

た

な

か

（
現
在
の
朝
日
町

あ
さ
ひ
ち
ょ
う

西
田
中
）
に
は
、
室
町
時
代
か

ら
栄
え
て
い
た
幸
若

こ
う
わ
か

舞ま
い

が
あ
り
ま
す
。
吉
江
藩
で
も
、
幸
若
舞
は
催
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、

父
と
と
も
に
舞
に
触
れ
る
機
会
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
後
の
近
松
に
何
ら
か
の
影
響
を

与
え
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

5



6

四
、
幸
若
舞

こ
う
わ
か
ま
い

幸
若
舞
と
は
軍ぐ

ん

記き

物
語

も
の
が
た
り

を
鼓

つ
づ
み

に
合
わ
せ
て
謡う

た

い
、
扇

お
う
ぎ

で
手
の
ひ
ら
を
打
ち
な
が
ら
舞
う
も
の

で
す
。

室
町
時
代
、
桃
井

も
も
の
い

幸
若

こ
う
わ
か

丸ま
る

直な
お

詮あ
き
ら

が
、

『
平
家

へ

い

け

物
語

も
の
が
た
り

』
な
ど
の
軍
記
物
に
節ふ

し

を
つ
け
て

語
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

晴
や
か
な
謡
い
と
お
も
む
き
深
い
舞
が
、
見
る

人
を
魅
了

み
り
ょ
う

し
、
や
が
て
天
皇
に
認
め
ら
れ
る
と
、

桃
井
家
は
菊
桐

き
く
ぎ
り

の
紋
章

も
ん
し
ょ
う

を
許
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
越
前
の
西
田
中
に
住
み
、
現
在
の
丹
生

郡
朝
日
町
を
中
心
と
し
た
領
地

り
ょ
う
ち

と
幸
若
の
名
を

大江の幸若舞（鯖江市所蔵）



賜
り
ま
し
た
。

織
田

お

だ

信
長

の
ぶ
な
が

を
は
じ
め
多
く
の
武
士
に
愛
さ
れ
、
保
護
を
受
け
つ
つ
芸
を
伝
え
ま
し
た
が
、
明
治

め

い

じ

維
新

い

し

ん

と
と
も
に
滅
び
、
そ
の
一
派
で
あ
る
大
江

お

お

え

の
幸
若
だ
け
が
、
福
岡
県
山
門
郡

さ
ん
も
ん
ぐ
ん

瀬
高
町

せ
だ
か
ち
ょ
う

大
江

で
継
承

け
い
し
ょ
う

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の
朝
日
町
で
は
、
子
孫
に
よ
り
関
係
資
料
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

幸
若
舞
は
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
を
は
じ
め
、
後
の
芸
能
や
文
学
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

7
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五
、
京
都
へ
の
旅
立
ち

杉
森
一
家
が
、
吉
江
藩
主
・
昌
親
に
伴
い
吉
江
に
移
っ
て
か
ら
十
数
年
の
後
、
父
・
信
義
は

突
然
藩
を
離
れ
ま
す
。
そ
の
時
期
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
杉
森

す
ぎ
も
り

本
家

ほ

ん

け

（
石
川
県
加

賀
市
）
に
残
さ
れ
て
い
る
親
類
書

し
ん
る
い
が
き

（
今
の
戸
籍

こ

せ

き

み
た
い
な
も
の
）の
控
え
に
、
寛
文

か
ん
ぶ
ん

四
年
（
一
六
六

四
）、
信
義
が
吉
江
藩
に
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
信
義
の
長
男
智
義
は
織
田

お

だ

長
頼

な
が
よ
り

に
仕
え
、
三
男
伊
恒
は
織
田
長
頼
の
侍
医
平
井

ひ

ら

い

自
安

じ

あ

ん

の
養
子
（
要
安

よ
う
あ
ん

、
後
岡
本
一
抱

お
か
も
と
い
っ
ぽ
う

を
名
の
り
高
名
な
医
者
と
な
り
ま
す
。）
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
近
松
は
仕
官
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
父
母
と
他
の
弟
と
と
も
に
京
都
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
当
時
京
都
は
庶
民
を
中
心
と
し
た
文
化
面
に
お
い
て
活
発
な
町
で
し
た
。

父
の
浪
人

ろ
う
に
ん

と
い
う
経
験
が
、
近
松
の
将
来
に
と
っ
て
は
、
思
い
が
け
な
い
道
を
開
く
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
で
す
。



一
、
公
家

く

げ

奉
公

ぼ
う
こ
う

吉
江
か
ら
京
都
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
近
松
は
、
や
が
て
独
立
し
て
生
計

せ
い
け
い

を
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
杉
森
家
は
、
武
家
で
も
上
級
の
家
柄
で
し
た
が
、
彼
の
父
は
す
で
に
浪

人
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
武
士
と
し
て
世
に
で
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
。

そ
こ
で
、
公
家
奉
公
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
近
松
は
、
は
じ
め
一
条

い
ち
じ
ょ
う

禅
閤

ぜ
ん
こ
う

恵え

観か
ん

に
仕

え
て
い
ま
し
た
が
、
近
松
が
十
九
歳
（
数
え
年
で
二
十
歳
）
の
と
き
、
恵
観
が
亡
く
な
り
、
そ
の

後
、
正
親
町

お
お
ぎ
ま
ち

公
通

き
ん
み
ち

、
阿
野

あ

の

実
藤

さ
ね
ふ
じ

、
町
尻
兼
量

ま
ち
が
み
か
ね
ち
か

な
ど
の
公
家
に
仕
え
ま
し
た
。
当
時
公
家
の
間
で

は
人
形
浄
瑠
璃
が
愛
好
さ
れ
て
お
り
、
幼
い
時
に
幸
若
舞
を
見
て
き
た
近
松
に
と
っ
て
、
こ
う
し

た
公
家
文
化
は
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

俳
句
や
古
典
の
教
養
も
深
め
て
い
き
ま
し
た
。
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
に
出
版
さ
れ
た

9
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10

山
岡

や
ま
お
か

元
隣

げ
ん
り
ん

の
俳
句
集
『
宝
蔵

た
か
ら
ぐ
ら

』
に
曽
祖
父
・
父
母
・
弟
と
と
も
に
杉
森
信
盛
（
近
松
）
の
句

「
白
雲
や
花
な
き
山
の
恥
か
く
し
」
が
載の

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
江

お

う

み

（
現
在
の
滋
賀
県
）
の
三
井

み

い

寺で
ら

高
観
音

た
か
か
ん
の
ん

の
近
松
寺

ご
ん
し
ょ
う
じ

に
遊
学

ゆ
う
が
く

し
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
期
は
、
近
松
が
人
形
浄
瑠
璃
の
作
者
と
し
て

巣
立
つ
た
め
の
準
備
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

『宝蔵』（天理図書館所蔵）



二
、
浄

じ
ょ
う

瑠
璃

る

り

作
者
と
し
て
の
出
発

近
松
は
二
十
歳
代
の
早
い
頃
に
公
家
奉
公
を
や
め
、
芝
居
の
世
界
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
京
都
の
人
形
浄
瑠
璃
界
で
新
し
い
世
界
を
確
立
し
た
宇
治

う

じ

加
賀

か

が

の

掾じ
ょ
う

と
の
出
会
い
で
す
。
宇
治
加
賀
掾
は
、
京
都
四
条

し
じ
ょ
う

河
原

が

わ

ら

に
芝
居
小
屋
「
宇
治
座

う

じ

ざ

」
を
創
設

そ
う
せ
つ

し

た
人
物
で
、
近
松
よ
り
十
八
歳
年
上
で
し
た
。

近
松
は
宇
治
座
に
出
入
り
し
、
本
格
的
な
作
者
修
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
期
間
は
、
加
賀

掾
の
意
図

い

と

を
く
ん
で
作
品
を
書
く
、
い
わ
ば
作
者
と
な
る
べ
く
勉
強
を
し
て
い
た
下
積
み
の
時
代

と
い
え
ま
す
。

現
在
、
近
松
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
最
も
古
い
確
か
な
作
品
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八

三
）
の
人
形
浄
瑠
璃
の
脚
本
『
世
継

よ

つ

ぎ

曽
我

そ

が

』
で
す
。
こ
の
時
、
近
松
は
三
十
歳
（
数
え
年
で
三

十
一
歳
）
で
し
た
。
こ
の
作
品
は
大
き
な
評
判
を
呼
び
、
貞
享

じ
ょ
う
き
ょ
う

元
年
（
一
六
八
四
）
に
竹
本

た
け
も
と

義
太

ぎ

だ

夫ゆ
う

も
語
り
ま
す
が
、
同
じ
く
町
中
の
評
判
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、
義
太
夫
が
近
松
に

11
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執
筆
を
依
頼
し
て
上
演
し
た
『
出
世
景
清

し
ゅ
っ
せ
か
げ
き
よ

』
以
後
、
義
太

ぎ

だ

夫ゆ
う

節ぶ
し

が
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
後
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）、
近
松
三
十
三
歳
（
数
え
年
で
三
十
四
歳
）
の
時
の
作
品

『
佐
々
木

さ

さ

き

大
鑑

お
お
か
が
み

』
で
は
じ
め
て
「
作
者
近
松
門
左
衛
門
」

と
記
し
て
い
ま
す
。
今
な
ら
作
者
名
を
書
く
の
は
あ
た
り
ま

え
で
す
が
、
当
時
作
者
は
影
の
存
在
で
、
名
前
を
名
の
る

と
い
う
事
は
な
か
っ
た
の
で
大
変
非
難
を
受
け
ま
し
た
。
し

か
し
、
近
松
は
こ
う
し
て
劇
作
家
と
し
て
の
自
分
を
ア
ピ

ー
ル
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
近
松
門
左
衛
門
」
と
い
う
名
前
、
い
わ
ゆ

る
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
ど
う
し
て
付
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
一

説
で
す
が
、
ま
ず
「
近
松
」
に
つ
い
て
、
近
江
の
近
松
寺

が
、
そ
の
門
前
に
あ
る
関
蝉
丸

せ
き
の
せ
み
ま
る

神
社

じ
ん
じ
ゃ

（
音
楽
芸
道
の
祖
神
、

蝉
丸
を
祭
る
）
の
別
当
寺

べ
っ
と
う
で
ら

で
、
自
分
も
蝉
丸
を
信
心
し
芸

近松の浄瑠璃本（鯖江市資料館所蔵）



能
に
た
ず
さ
わ
る
者
で
あ
る
と
の
意
味
か
ら
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
「
門
左
衛
門
」
は
、
父
の
市
左

衛
門
、
祖
父
の
左
門
と
い
う
名
前
を
あ
わ
せ
て
称
し
た
、
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

13
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三
、
歌
舞
伎

か

ぶ

き

作
者
と
し
て
の
活
躍

近
松
は
歌
舞
伎
の
作
品
も
書
い
て
い
ま
す
。
現

在
知
ら
れ
て
い
る
最
も
古
い
作
品
は
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
の
『
仏ぶ

つ

母
摩
耶

も

ま

や

山
開

さ
ん
か
い

帳ち
ょ
う

』
で
す

が
、
同
八
年
（
一
六
九
五
）
十
一
月
の
『
姫
蔵

ひ
め
ぐ
ら

大
黒

だ
い
こ
く

柱ば
し
ら

』
以
降
、
坂さ

か

田た

藤
十
郎

と
う
じ
ゅ
う
ろ
う

と
の
提
携
が
強

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
近
松
四
十
二
歳
（
数
え
年

で
四
十
三
歳
）
の
と
き
で
す
。

近
松
が
、
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
力
を
い
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
歌
舞
伎
が
新
し
い
魅
力

み
り
ょ
く

を
持

つ
演
劇
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
坂

田
藤
十
郎
の
芸
術
性
の
高
さ
が
、
近
松
を
引
き
つ

『傾城壬生大念仏』（大正11年『近松時代風俗展覧会図録』より）



け
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
宝
永

ほ
う
え
い

（
一
七
〇
四
〜
一
七
一
一
）
の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら
藤
十
郎
は
病
気
が
ち
に
な
り

ま
す
。
晩
年
は
弁べ

ん

舌ぜ
つ

も
容
貌

よ
う
ぼ
う

も
衰
え
が
見
え
、
以
前
と
同
じ
よ
う
な
人
気
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
浄
瑠
璃
『
曽
根
崎
心
中
』
の
大
当

り
も
あ
り
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
作
者
の
地
位
に
見
切
り
を
つ
け
、
近
松
は
歌
舞
伎
を
離
れ
、
再
び

浄
瑠
璃
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
近
年
発
見
さ
れ
た
道
外
役
者

ど
う
け
や
く
し
ゃ

金
子

か

ね

こ

吉き
ち

左
衛

ざ

え

門も
ん

（
金
子
一
高

い
っ
こ
う

）
の
元
禄
十
一
年
（
一
六

九
八
）
の
日
記
に
、
近
松
が
本
名
信
盛
で
し
ば
し
ば
登
場
し
、
金
子
と
近
松
と
を
は
じ
め
と
す
る

一
座
で
の
芝
居
作
り
の
具
体
的
な
や
り
と
り
・
動
向
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

15



四
、
晩
年

近
松
は
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
五
十
二
歳
（
数
え
年
で
五
十
三
歳
）
の
時
、
竹
本
座
の
専

属
と
な
っ
て
、
翌
年
京
都
か
ら
大
坂
に
移
り
、
数
々
の
名
作
を
残
し
ま
す
。

大
坂
に
移
っ
て
か
ら
、
竹
本
義
太
夫
が
亡
く
な
る
ま
で
の

十
年
あ
ま
り
が
、
も
っ
と
も
脂
の
乗
り
切
っ
た
時
代
で
し
た
。

町
人
を
題
材
と
し
た
作
品
が
多
く
つ
く
ら
れ
、
座
本

ざ

も

と

竹
田

た

け

だ

出
雲

い

ず

も

の
方
針
を
受
け
て
、
浄
瑠
璃
に
も
大
仕
掛
け
の
か
ら
く

り
な
ど
色
々
な
試
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

享
保

き
ょ
う
ほ
う

九
年
（
一
七
二
四
）
三
月
二
十
一
日
、
大
坂
大
火

に
あ
い
、
妻
子
と
と
も
に
仮
住
ま
い
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
、
七
十
一
歳
（
数
え
年
で
七
十

二
歳
）
で
亡
く
な
り
、
尼
崎

あ
ま
が
さ
き

の
広
済
寺

こ
う
さ
い
じ

と
大
坂
谷
町

た
に
ま
ち

法
妙
寺

ほ
う
み
ょ
う
じ

16
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に
葬

ほ
う
む

ら
れ
ま
し
た
（
法
名
は
阿あ

耨の
く

院
穆

い
ん
ぼ
く

矣い

日
一

に
ち
い
ち

具ぐ

足そ
く

居
士

こ

じ

）。

近
松
は
辞
世
文
で
、「
代
々
甲
冑

か
っ
ち
ゅ
う

の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
武
林

ぶ

り

ん

を
離
れ
…
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

終
生
武
士
の
出
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
、
吉
江
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
族
は
、
子
供
と
し
て
多
門

た

も

ん

、
景
鯉

け

い

り

、
松
屋

ま

つ

や

太
右
衛
門

た

え

も

ん

の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
松

の
手
紙
に
、
多
門
は
堺

さ
か
い

で
座
敷

ざ

し

き

襖ふ
す
ま

な
ど
の
絵
の
注
文
を
受
け
て
書
い
て
い
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

専
門
の
画
家
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
妻
は
大
坂
松
屋

ま

つ

や

の
出
身
と
い
わ
れ
、
近
松
没
後
十
年
を
経
た

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
死
去
し
ま
し
た
。
七
十
八
歳
（
数
え
年
で
七
十
九
歳
）
で
し
た
。

17
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近松門左衛門肖像（個人蔵）



一
、
江
戸
時
代
の
幕
開
け

慶
長

け
い
ち
ょ
う

五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
ケ
原

せ
き
が
は
ら
の

合
戦

か
っ
せ
ん

で
勝
利
を
お
さ
め
た
徳
川
家
康
は
、
同
八
年
（
一
六

〇
三
）
江
戸
に
幕
府
を
開
き
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
徳
川
将
軍
を
頂
点
に
お
き
、
中
央
に
幕
府
、

地
方
に
藩
を
お
く
政
治
体
制
を
と
り
、
大
名
支
配
の
た
め
「
武
家

ぶ

け

諸
法
度

し
ょ
は
っ
と

」
な
ど
の
法
律
を
発

布
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
参
勤

さ
ん
き
ん

交
代

こ
う
た
い

」
を
強
化
し
、
全
国
の
主
要
な
鉱
山
を
支
配
し
ま
す
。

江
戸
時
代
は
「
士
農
工
商
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
い
身
分
制
が

確
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
武
士
の
子
は
武
士
。
農
民
の
子
は
農
民
。」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
身

分
は
固
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
概
し
て
平
和
な
時
代
で
し
た
。
大
坂
夏

お
お
さ
か
な
つ

の
陣じ

ん

（
一
六
一
五
）
以
降
、

島
原

し
ま
ば
ら

の
乱ら

ん

（
一
六
三
七
）
を
除
い
て
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
内
乱
（
戦
争
）
も
な
く
、
お
よ
そ
二
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百
六
十
年
余
り
続
き
ま
す
。

こ
の
間
、
三
代
将
軍
家
光

い
え
み
つ

は
「
鎖
国

さ

こ

く

」
を
実
施
し
、
一
部
の
地
域
を
除
き
、
海
外
と
の
交
易

こ
う
え
き

を
禁
止
し
た
た
め
、
日
本
固
有
の
文
化
が
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。
江
戸
中
期
に
な
る
と
三
都

さ

ん

と

（
京

都
・
江
戸
・
大
坂
）
な
ど
の
大
都
市
を
中
心
に
、
次
第
に
経
済
や
文
化
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
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二
、
元
禄

げ
ん
ろ
く

時
代
と
元
禄
文
化

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
徳
川

と
く
が
わ

綱
吉

つ
な
よ
し

が
五
代
将
軍
と
な
り
ま
す
。
日
本
史
で
は
、
綱
吉
の
将

軍
在
任
期
間
を
「
元
禄
時
代
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
文
化
史
の
う
え
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
在
任

期
間
の
前
後
を
含
め
た
時
期
を
さ
す
場
合
も
み
ら
れ
ま
す
。

元
禄
時
代
に
は
、
幕
府
の
制
度
も
安
定
し
経
済
も
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代

に
は
大
名
な
ど
の
改
易

か
い
え
き

、
取と

り
潰つ

ぶ

し
が
集
中
し
、
ま
た
、
悪
法
と
い
わ
れ
る
「
生

し
ょ
う

類る
い

憐あ
わ

れ
み
の

令れ
い

」
や
元
禄
地
震
（
一
七
〇
三
）、
富
士
山
の
大
噴
火
（
一
七
〇
七
）、
さ
ら
に
諸
国
に
お
け
る

洪
水
な
ど
自
然
災
害
も
た
び
た
び
発
生
し
、
人
々
を
苦
し
め
ま
し
た
。

赤
穂

あ

こ

う

浪
士

ろ

う

し

の
討う

ち
入い

り
の
よ
う
に
江

戸
時
代
を
代
表
す
る
大
事
件
も
み
ら
れ

ま
し
た
。
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
は
、

「
武
士
の
義
理
」
を
貫
い
た
も
の
で
、
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浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
作
品
の
題
材
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
社
会
情
勢
の
な
か
に
あ

っ
て
、
江
戸
時
代
の
町
人
は
、
新

た
な
文
化
を
創
り
あ
げ
ま
し
た
。
こ

れ
が
「
元
禄
文
化
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
文
化
の

中
で
は
元
禄
文
化
が
最
も
華
や
か

な
も
の
で
し
た
。

元
禄
文
化
は
、
と
く
に
上
方

か
み
が
た

（
大
坂
）
の
町
人
が
文
化
の
担に

な

い
手て

に
な
り
、
江
戸
期
を
代
表
す
る
文

化
に
な
り
ま
し
た
。
井
原

い

は

ら

西
鶴

さ
い
か
く

の
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浮
世

う

き

よ

草
子

ぞ

う

し

（
小
説
）、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
し
て
、
松
尾

ま

つ

お

芭
蕉

ば
し
ょ
う

の

俳
諧

は
い
か
い

（
俳
句
）
や
菱
川
師
宣

ひ
し
か
わ
も
ろ
の
ぶ

の
浮
世
絵

う

き

よ

え

、
ま
た
、
染
色

せ
ん
し
ょ
く

・
陶
磁

と

う

じ

な
ど
の
工
芸
、
詩
歌

し

い

か

、
音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く

（
音
楽
）
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
文
化
が
花
開
き
、
庶
民
に
も
広
く
普
及
し
ま
し
た
。

印
刷
技
術
も
進
歩
し
、
出
版
業
が
活
発
化
し
ま
し
た
。
中
国
や
日
本
の
古
典
の
ほ
か
、「
草
子

そ

う

し

」

と
呼
ば
れ
る
大
衆
図
書
が
好
ん
で
読
ま
れ
ま
し
た
。「
和
算

わ

さ

ん

」（
日
本
独
特
の
数
学
）
も
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
文
化
の
充
実
は
人
々
の
心
に
潤

う
る
お

い
を
与
え
て
い
き
ま
す
。
と
く
に
、
近
松
が
取
り
組

ん
だ
浄
瑠
璃
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
の
喜
び
や
、
悲
し
み
、
苦
し
み
が
見
事
に

描
か
れ
、
観
る
人
に
大
き
な
感
動
や
共
感
を
与
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
正
徳

し
ょ
う
と
く

五
年
（
一
七
一

五
）
大
坂
竹
本
座
で
の
『
国
性
爺

こ
く
せ
ん
や

合
戦

か
っ
せ
ん

』
は
大
人
気
で
、
十
七
カ
月
余
り
の
長
期
興
行

こ
う
ぎ
ょ
う

と
な
り

ま
し
た
。
近
松
の
流
れ
る
よ
う
な
文
体
を
基
に
、
義
太
夫
節
の
語
り
、
三
味
線

し
ゃ
み
せ
ん

、
巧た

く

み
に
動
く
操

あ
や
つ

り
人
形
が
一
つ
に
な
っ
た
演
技
が
多
く
の
人
の
心
を
打
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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『庭訓往来
ていきんおうらい

』（鯖江市資料館所蔵）
時候のあいさつ文が記された文
例集で、広く武士から庶民まで
重宝された。寺子屋などでは教
科書として用いられていた。
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三
、
三
大
文
豪

ぶ
ん
ご
う

の
活
躍

井
原
西
鶴
・
松
尾
芭
蕉
・
近
松
門
左
衛
門
の
三
人
を
、
元
禄
三
大
文
豪
と
呼
び
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
こ
で
は
井
原
西
鶴
と
松
尾
芭
蕉
に
つ
い
て
書
い
て
お
き
ま
す
。

井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
〜
一
六
九
三
）
は
、
大
坂
の
生
ま
れ
で
す
。
四
十
歳
の
時
に
発
表
し

た
『
好
色

こ
う
し
ょ
く

一
代

い
ち
だ
い

男お
と
こ

』
が
好
評
を
え
て
、
そ
の
後
、『
好
色

こ
う
し
ょ
く

二に

代だ
い

男お
と
こ

（
諸
艶
大
鑑

し
ょ
え
ん
お
お
か
が
み

）』
・
『
好
色

こ
う
し
ょ
く

五ご

人に
ん

女お
ん
な

』
を
書
き
、
町
人
た
ち
の
生
活
や
当
時
の
風
俗
を
い
き
い
き
と
描
写
し
ま
し
た
。
ま
た
、

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
は
『
日
本

に
っ
ぽ
ん

永
代
蔵

え
い
た
い
ぐ
ら

』
を
発
表
し
、
身
近
な
町
人
た
ち
の
経
済
生
活

を
描
き
、
永
く
大
衆
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
浮
世
草
子
の
手
本
と
し
て
多
く
の
影
響
を

与
え
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
〜
一
六
九
四
）
は
伊
賀
国

い
が
の
く
に

上
野

う

え

の

（
現
在
の
三
重
県
上
野
市
）

の
生
ま
れ
で
す
。
三
十
四
歳
の
こ
ろ
、
俳
諧
の
師
匠
と
し
て
独
立
し
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）

に
は
住
居
を
江
戸
深
川

ふ
か
が
わ

に
移
し
て
い
ま
す
。
門
人
が
、
庭
に
芭
蕉
の
株
を
植
え
た
こ
と
か
ら
、
こ
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の
住
居
の
こ
と
を
「
芭
蕉

ば
し
ょ
う

庵あ
ん

」
と
呼
び
、「
芭
蕉
」

の
俳
号
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

芭
蕉
の
句
は
、
自
己
の
生
活
の
中
に
「
わ
び
」

「
さ
び
」（
落
ち
着
い
た
お
も
む
き
の
こ
と
）
の
世

界
を
表
現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
芭
蕉
は
人
生
を
旅

と
と
ら
え
、『
野の

ざ
ら
し
紀
行

き

こ

う

』
や
『
奥お

く

の
細
道

ほ
そ
み
ち

』

な
ど
多
く
の
紀
行
文
を
残
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』
の
旅
で
、
越
前
に
も
き
て

い
ま
す
。
そ
の
時
期
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

八
月
で
、
金
津

か

な

づ

か
ら
福
井
、
永
平
寺

え
い
へ
い
じ

に
参
詣

さ
ん
け
い

し
た

あ
と
、
麻
生
津

あ

そ

う

づ

、
鯖
江
、
武
生

た

け

ふ

を
経
て
、
敦
賀

つ

る

が

に

向
っ
て
い
ま
す
。
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四
、
人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎

人
形
浄
瑠
璃
と
い
う
の
は
、
浄
瑠
璃
の
語
り
と
、
三
味
線

し
ゃ
み
せ
ん

、
そ
れ
に
操
り
人
形
と
が
結
び
つ
い

た
総
合
演
劇
で
す
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
上
方
で
普
及
し
、
元
禄
期
に
竹
本
義
太
夫
が
出
て
流

行
し
ま
し
た
。
京
都
や
江
戸
・
大
坂
の
芝
居
小
屋
で
は
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
が
盛
ん
に

演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

近
松
の
浄
瑠
璃
作
品
は
百
編
を
超
え
、
こ
れ
ら
は
「
時
代
物

じ
だ
い
も
の

」
と
「
世
話
物

せ

わ

も

の

」
に
大
別
さ
れ

ま
す
。「
時
代
物
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
・
事
件
や
伝
説
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
作
品
で
、

英
雄
な
ど
も
登
場
し
ま
す
。「
世
話
物
」
は
身
近
な
町
人
の
姿
を
簡
潔
な
形
式
で
表
現
し
た
も
の

で
す
。

江
戸
時
代
に
は
歌
舞
伎
も
お
お
い
に
流
行
し
ま
す
。
元
禄
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
歌
舞
伎
を
と

く
に
「
元
禄
歌
舞
伎
」
と
呼
び
ま
す
。
有
名
な
市い

ち

川か
わ

団
十
郎

だ
ん
じ
ゅ
う
ろ
う

や
坂
田
藤
十
郎
な
ど
の
人
気
役
者

が
活
躍
し
、
数
多
く
の
新
作
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
元
禄
歌
舞
伎
の
世
界
で
も
き
わ
だ
っ
て
い
た
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の
が
近
松
で
す
。
近
松
は
『
傾
城

け
い
せ
い

壬
生

み

ぶ

大
念
仏

だ
い
ね
ん
ぶ
つ

』
や
『
一
心

い
っ
し
ん

二
河

に

が

白
道

び
ゃ
く
ど
う

』
な
ど
お
よ

そ
三
十
点
の
作
品
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
近
松

四
十
歳
（
数
え
年
で
四
十
一
歳
）
か
ら
十
年

間
の
活
動
は
、
歌
舞
伎
作
品
の
執
筆
に
重
点

が
お
か
れ
、
元
禄
歌
舞
伎
の
中
心
的
な
担
い
手

と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
越
前
を
舞
台
と
し
た
作
品
（
浄
瑠

璃
の
『
傾
城
反
魂
香

け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う

』
や
歌
舞
伎
の
『
傾
城

け
い
せ
い

仏ほ
と
け

の
原は

ら

』
な
ど
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
日
で

も
多
く
の
近
松
作
品
が
演
じ
ら
れ
、
人
々
に
感

動
を
与
え
、
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
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一
、
一
条

い
ち
じ
ょ
う

禅
閤

ぜ
ん
こ
う

恵え

観か
ん

（
一
六
○
五
〜
一
六
七
二
）

一
条
恵
観
は
後ご

陽
成

よ
う
ぜ
い

天
皇
の
第
九
子
で
、
後ご

水
尾

み
ず
の
お

天
皇
の
弟
に
あ
た
り
ま
す
。
一
条
家
を
継

い
で
、
一
条
昭
良

あ
き
よ
し

と
も
言
い
、
禅
門

ぜ
ん
も
ん

に
入
っ
た
身
で
関
白

か
ん
ぱ
く

を
勤
め
た
の
で
禅
閤
と
も
称
し
ま
す
。

杉
森
家
系
譜
に
は
近
松
に
つ
い
て
「
一
条
禅
閤
恵
観
に
仕
え
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

恵
観
の
山
荘

さ
ん
そ
う

止
観
亭

し
か
ん
て
い

に
現
存
す
る
杉
の
戸
板
に
は
人
形
芝
居
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
恵
観
は
人
形
芝
居
に
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
恵
観
に
仕
え
た
こ
と
で
、
近
松

は
人
形
浄
瑠
璃
に
興
味
を
持
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

二
、
正お

お

親ぎ

町ま
ち

公
通

き
ん
み
ち

（
一
六
五
二
〜
一
七
三
三
）

29

第
四
章

近
松
を
め
ぐ
る
人
々



正
親
町
公
通
は
、
日
本
の
古
典
や
有
職

ゆ
う
そ
く

故こ

実じ
つ

（
昔
の
し
き
た
り
）
に
通
じ
、
優
れ
た
絵
を
か

き
、
作
品
を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
狂
歌
を
好
み
、
そ
の
作
風
は
日
本
や
中
国
の
古
典
を

も
と
に
し
て
、
掛
詞

か
け
こ
と
ば

（
一
語
に
、
異
な
る
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
る
よ
う
に
使
わ
れ
た
言
葉
）
を
多

用
し
、
知
的
で
上
品
な
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
浄
瑠
璃
太
夫
の
宇
治
加
賀
掾

の
た
め
に
浄
瑠
璃
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
近
松
は
そ
の
使
い
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
浄
瑠
璃
作
者

に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。

三
、
宇
治

う

じ

加
賀

か

が

の

掾じ
ょ
う

浄
瑠
璃
太
夫
（
一
六
三
五
〜
一
七
一
一
）

宇
治
加
賀
掾
は
、
紀
伊
国

き
い
の
く
に

（
現
在
の
和
歌
山
県
）
の
紙
商

か
み
し
ょ
う

の
子
で
、
十
六
歳
の
と
き
に
謡
曲

や
狂
言
・
舞ぶ

曲き
ょ
く

な
ど
を
学
び
ま
し
た
。
伊
勢

い

せ

（
現
在
の
三
重
県
）
で
人
形
芝
居
を
行
い
、
浄
瑠

璃
を
語
っ
て
い
ま
し
た
が
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
京
都
四
条
河
原
で
芝
居
小
屋
「
宇
治
座
」

を
ひ
ら
き
、
宇
治
嘉
太

か

だ

夫ゆ
う

を
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
五
年
（
一
六
七
七
）
に
は
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朝
廷
か
ら
掾
号

じ
ょ
う
ご
う

を
賜
り
宇
治
加
賀
掾
と
な
り
ま
し
た
。

宇
治
加
賀
掾
の
芸
風

げ
い
ふ
う

は
、
繊
細

せ
ん
さ
い

で
上
品
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
浄
瑠
璃
の
語
り
に
音
楽
性
を
取

り
入
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
人
形
や
そ
の
衣
装
に
も
工
夫
を
こ
ら
す
な
ど
、
常
に
新
し
さ
を
求
め
る

芝
居
を
行
い
、
成
功
を
お
さ
め
ま
し
た
。
近
松
と
協
力
し
て
す
ぐ
れ
た
浄
瑠
璃
作
品
を
生
み
出

し
、
歌
舞
伎
役
者
の
坂
田
藤
十
郎
と
も
親
し
く
交
わ
る
な
ど
、
演
劇
の
世
界
に
果
た
し
た
功
績
は

大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
、
竹
本

た
け
も
と

義
太

ぎ

だ

夫ゆ
う

浄
瑠
璃
太
夫
（
一
六
五
一
〜
一
七
一
四
）

竹
本
義
太
夫
は
摂
津
国

せ
っ
つ
の
く
に

（
現
在
の
大
阪
府
）
の
農
家
の
生
ま
れ
で
、
早
く
か
ら
浄
瑠
璃
を
好

み
、
大
音
で
、
は
っ
き
り
し
た
語
り
方
で
あ
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
素
質
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
上

方
浄
瑠
璃
の
第
一
人
者
井
上

い
の
う
え

播
磨

は
り
ま
の

掾じ
ょ
う

の
芸
風
を
し
た
い
、
家
業
を
捨
て
て
浄
瑠
璃
界
に
入
り
ま

す
。
初
舞
台
は
延
宝

え
ん
ぽ
う

四
年
（
一
六
七
六
）
ご
ろ
で
、
同
五
年
（
一
六
七
七
）
に
は
京
都
の
宇
治
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座
に
出
演
し
て
宇
治
加
賀
掾
の
ワ
キ
（
主
人
役
の
相
手
）
を
語
っ
て
い
ま
す
。
同
八
年
（
一
六

八
〇
）
ご
ろ
か
ら
竹
本
義
太
夫
と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

貞
享

じ
ょ
う
き
ょ
う

元
年
（
一
六
八
四
）
に
竹
本
座
を
創
立
し
、
近
松
の
旧
作
『
世
継

よ

つ

ぎ

曽
我

そ

が

』
を
語
っ
て
大

評
判
に
な
り
、
義
太
夫
の
人
気
は
不
動
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
こ
の
後
「
義
太
夫
節

ぎ

だ

ゆ

う

ぶ

し

」
は
浄
瑠
璃

の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
正
月
以
前
に
朝
廷
か
ら
掾
号

を
賜
り
、
竹
本

た
け
も
と

筑
後
掾

ち
く
ご
の
じ
ょ
う

と
称
し
ま
し
た
。
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五
、
辰
松

た
つ
ま
つ

八
郎

は

ち

ろ

兵
衛

べ

え

大
坂
竹
本
座
の
人
形
遣つ

か

い
（
生
年
不
詳
〜
一
七
三
四
）

辰
松
八
郎
兵
衛
は
、
女
形

お

や

ま

人
形
遣
い
の
第
一
人
者
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
す
。
近
松
と
の
関
連

で
は
『
曽
根

そ

ね

崎ざ
き

心
中

し
ん
じ
ゅ
う

』
の
「
大
坂
三
十

さ
ん
じ
ゅ
う

三さ
ん

所し
ょ

観
音

か
ん
の
ん

廻め
ぐ

り
道
行

み
ち
ゆ
き

」
で
操

あ
や
つ

っ
た
手
妻

て

づ

ま

人
形
（
か
ら
く

り
人
形
）
で
有
名
で
す
。
後
に
江
戸
へ
出
て
、「
辰
松
座
」
を
興お

こ

し
、
操
り
人
形
を
ひ
ろ
め
人
気

を
得
ま
し
た
。

六
、
竹た

け

田だ

出い

雲ず
も

大
坂
竹
本
座
の
座
本

浄
瑠
璃
作
者
（
一
六
九
一
〜
一
七
五
六
）

竹
田
出
雲
は
、
大
坂
道
頓
堀

ど
う
と
ん
ぼ
り

の
か
ら
く
り
芝
居
の
興
行
師
で
あ
っ
た
初
代
竹
田
近
江

お

う

み

の
子
と

も
、
弟
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
竹
本
座
の
新
座
本
と
な
り
ま
し
た
。
近

松
の
才
能
を
十
分
に
引
き
出
し
『
用よ

う

明め
い

天て
ん

王の
う

職
人

し
ょ
く
に
ん

鑑か
が
み

』
を
上
演
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
演
技
者
・

竹
本
義
太
夫
、
座
付

ざ

つ

き

作
者
・
近
松
、
経
営
者
・
竹
田
出
雲
と
い
う
三
人
体
制
が
確
立
さ
れ
ま
し
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た
。
以
来
、
竹
田
出
雲
は
舞
台
と
人
形
の
改
良
に
力
を
尽
く
し
、
後
に
は
近
松
の
添
削
を
受
け

た
り
す
る
な
ど
、
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
も
竹
本
座
を
支
え
ま
し
た
。
竹
田
出
雲
に
よ
っ
て
近
松
は

竹
本
義
太
夫
と
並
ぶ
地
位
を
得
て
作
者
活
動
に
専
念
で
き
ま
し
た
。

七
、
坂さ

か

田た

藤と
う

十
郎

じ
ゅ
う
ろ
う

歌
舞
伎
役
者
　

（
一
六
四
七
〜
一
七
○
九
）

坂
田
藤
十
郎
は
、
祖
先
は
越
後
国

え
ち
ご
の
く
に

（
現
在
の
新
潟

県
）
の
出
身
で
、
父
は
京
都
で
座
本
を
勤
め
た
坂
田
市い

ち

左ざ

衛え

門も
ん

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
延
宝
四
年
（
一
六
七

六
）
の
役
者
評
判
記
で
は
都

み
や
こ

万ま
ん

太だ

夫ゆ
う

座ざ

四し

天
王

て
ん
の
う

の
一

人
と
呼
ば
れ
、
京
都
中
の
期
待
通
り
、
人
気
を
得
て
い

き
ま
す
。
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元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
近
松
作
品
『
傾
城

け
い
せ
い

仏ほ
と
け

の
原は

ら

』
で
の
主
役
が
好
評
で
、
京
都
の

立
役
の
第
一
人
者
と
な
り
ま
す
。
藤
十
郎
は
近
松
の
意
見
を
尊
重
し
な
が
ら
芝
居
を
つ
く
り
、
近

松
も
ま
た
藤
十
郎
の
た
め
に
三
十
近
い
歌
舞
伎
作
品
を
書
き
ま
し
た
。
藤
十
郎
は
円
熟
し
た
芸
を

見
せ
ま
し
た
が
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
○
一
）
に
座
本
を
退
い
た
後
、
大
和

や

ま

と

山
甚

や
ま
じ
ん

左
衛

ざ

え

門も
ん

に
そ

の
芸
を
伝
え
、
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
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特
別
寄
稿

近
松
っ
て
ど
ん
な
人
？
―
―
辞
世
文
か
ら
―
―
　
　
　
　

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
　

近
松
門
左
衛
門
は
武
士
の
子
と
し
て
越
前
福
井
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
近
松
が
上
方
で
芸
能
界

に
入
り
、
過
ご
し
た
一
生
を
振
り
返
っ
て
、
死
の
半
月
ほ
ど
前
に
書
い
た
自
筆
の
辞
世
文
が
残
っ
て

い
ま
す
。
代
々
の
武
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
継
が
ず
、
公
家
に
仕
え
な
が
ら
、
位
を
得
ず
、

と
、
芸
能
界
に
入
る
前
の
時
代
―
幼
少
年
・
青
年
時
代
―
か
ら
さ
ら
り
と
記
し
始
め
、「
―
―
だ
が

…
…
」
と
い
う
形
で
、
芸
能
界
に
入
っ
た
以
後
を
、
徹
底
し
き
れ
な
い
ま
ま
「
口
に
任
せ
、
筆
に
走

ら
せ
」、「
囀

さ
え
ず

り
ち
ら
し
」
た
一
生
と
振
り
返
り
、「
世
の
ま
が
い
も
の
」
と
言
い
捨
て
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
死
に
際
し
て
、「
一
字

い

ち

じ

半
言

は
ん
げ
ん

」
も
言
う
こ
と
が
な
く
て
当
惑
し
て
い
る
、
あ
や
う
い
人
生
だ
、

と
締
め
く
く
り
ま
す
。
そ
の
後
に
、「
も
し
『
辞
世
は
？
』
と
問
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
し
て
記
さ

れ
る
歌
に
、
作
者
近
松
の
一
生
が
凝
縮

ぎ
ょ
う
し
ゅ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
辞
世
去さ

る

ほ
ど
に
扨さ

て

も
そ
の
ゝ
ち
に
残
る
桜
が
花
し
匂に

ほ

は
ゞ
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そ
れ
こ
そ
が
辞
世
な
の
だ
、
と
力
強
く
言
い
切
り
ま
す
。「
そ
れ
」
と
は
何
で
し
ょ
う
？
「
去
ほ
ど

に
」「
扨
も
そ
の
ゝ
ち
」
と
は
浄
瑠
璃
作
品
の
冒
頭
の
定
型
句
で
す
。「
桜
」
は
、
浄
瑠
璃
作
品
を
本

と
し
て
印
刷
す
る
時
に
使
う
版は

ん

木ぎ

の
材
料
と
な
る
木
で
す
。
つ
ま
り
、「
去
ほ
ど
に
」、
あ
る
い
は
「
扨

も
そ
の
ゝ
ち
」
と
い
う
定
型
句
で
語
り
出
さ
れ
る
作
品
が
「
桜
」
の
版
木
で
刷
ら
れ
続
け
、
人
の
心

を
慰
め
る
花
の
よ
う
に
残
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
こ
そ
が
私
の
辞
世
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
す
。

死
に
際
し
て
、「
一
字
半
言
」
も
言
う
こ
と
が
な
い
、
と
言
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
ら
私
の
一
生
の
す

べ
て
は
作
品
に
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

実
は
、
こ
の
辞
世
文
に
は
草
稿

そ
う
こ
う

（
下
書
き
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
歌
は
「
そ
れ

よ
辞
世
扨
も
そ
の
ゝ
ち
数
々
に
残
す
桜
の
花
し
匂
は
ゞ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
草
稿
で
の
「
残
す
」

が
最
終
的
に
は
「
残
る
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
自
分
が
「
残
す
」
の
で
は
な

い
、
人
々
が
私
の
作
品
に
親
し
ん
で
好
ん
で
く
れ
る
結
果
と
し
て
作
品
が
「
残
る
」
な
ら
ば
、
と
い

う
謙
虚
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
作
品
こ
そ
が
私
の
す
べ
て
だ
、と
言
い
切
る
一
方
で
の
、
こ
の
謙
虚
さ

は
、
草
稿
に
は
な
い
、完
成
文
に
添
え
ら
れ
た
も
う
一
首
の
歌
で
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

残
れ
と
は
思
ふ
も
愚お

ろ

か
埋う

づ

み
火び

の
消け

ぬ
間ま

あ
だ
な
る
朽く

ち
木
書

き

が

き
し
て

・
・
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「
残
れ
」「
朽
ち
木
書
き
」
の
語
が
前
の
歌
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
で
し
ょ
う
。「
残
る
」

な
ら
、
と
言
っ
た
が
、
そ
う
思
う
の
も
愚
か
な
こ
と
、
私
の
し
て
き
た
こ
と
は
、
わ
ず
か
の
間
に
消
え

て
ゆ
く
む
な
し
い
「
朽
ち
木
書
き
」（
そ
の
時
そ
の
時
で
消
え
て
ゆ
く
は
か
な
い
作
品
の
執
筆
）
だ
っ

た
の
だ
か
ら
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、「
大
き
な
こ
と
を
言
い
す
ぎ
た
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
で
は
、
決
し
て
な
い
と
思
う
の
で
す
。

浄
瑠
璃
作
品
と
は
、
劇
場
・
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
演
じ
手
が
い
て
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
聴
衆
・
観
客
が
い
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
場

か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
松
の
観
客
に
対
す
る
態
度
は
、

た
だ
一
点
。
歴
史
上
の
出
来
事
や
伝
説
、
あ
る
い
は
町
中
で
の
事
件
な
ど
、
時
代
や
場
所
、
人
物
な

ど
の
題
材
は
何
で
あ
れ
、
浄
瑠
璃
を
聴
き
に
劇
場
に
足
を
運
ん
で
く
れ
る
観
客
に
、
少
な
く
と
も
そ

の
間
は
「
慰
み
」
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
を
問
い
続
け
、

実
践

じ
っ
せ
ん

し
て
き
た
作
者
で
す
。
浄
瑠
璃
の
文
章
は
、
人
間
と
は
違
う
人
形
を
活い

か
す
た
め
の
文
章
、
耳

で
聴
き
、
時
間
と
と
も
に
消
え
て
ゆ
く
言
葉
、
だ
か
ら
、
文
章
に
「
情

じ
ょ
う

」
を
込
め
る
こ
と
が
肝
要

か
ん
よ
う

だ

と
悟
り
、
そ
の
こ
と
を
第
一
に
、
心
を
砕
い
て
き
た
の
で
す
。
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だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
作
品
は
、
そ
の
場
で
人
形
の
動
き
を
見
な
が
ら
聴
く
人
の
慰
み
に
は
な
る
が
、

後
世
に
は
意
味
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
あ
き
ら
め
・
思
い
切
り
と
、
人
間
が
人
間
と

し
て
あ
る
か
ぎ
り
、
時
を
超
え
て
共
有
で
き
る
慰
み
と
し
て
残
る
こ
と
も
あ
ろ
う
、
と
い
う
期
待
・
自

信
と
の
、
相
反

あ
い
は
ん

す
る
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

近
松
と
い
う
人
は
、
浄
瑠
璃
に
お
い
て
専
業
の
作
者
と
い
う
地
位
を
築
き
、
作
者
と
し
て
生
き
、

作
者
と
し
て
一
生
を
終
え
た
人
、
近
松
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
ぞ
辞
世
」
と
言
い
切
れ
る

作
品
を
残
し
た
人
、
い
え
、「
そ
れ
ぞ
辞
世
」
と
言
っ
て
お
か
し
く
な
い
、
後
世
に
残
る
作
品
を
書
き

続
け
た
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
、
自
己
の
生
い
立
ち
や
体
験
・
見

聞
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
語
り
残
し
て
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
近
松
が
言
う
よ
う
に
、
残
っ
た
作
品

こ
そ
が
近
松
。「
埋
み
火
」
は
ま
だ
現
代
で
も
消
え
ず
、「
木
」
も
「
朽
ち
」
て
い
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
作
品
を
て
い
ね
い
に
、
謙
虚
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が
、
近
松
さ
ん
を
知
る
唯
一
の
、

堅
実

け
ん
じ
つ

な
方
法
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹇
文
責
・
井
上
　
勝
志
﹈

・
・

・
・
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近
松
の
本
・
本
・
本

近
松
を
知
る
た
め
に

﹇
作
品
、辞
典
・
事
典
﹈

高
野
　
正
巳

近
松
門
左
衛
門
集
上
・
中
・
下
朝
日
新
聞
社

昭
和
二
十
五
〜
二
十
七
年

重
友
　
毅
他

近
松
浄
瑠
璃
集
　
上
・
下

岩
波
書
店

昭
和
三
十
三
・
三
十
四
年

諏
訪
　
春
雄

近
松
世
話
浄
瑠
璃
集
一
・
二

角
川
書
店

昭
和
四
十
五
・
五
十
一
年

森
　
修
・
鳥
越
　
文
蔵
他

近
松
門
左
衛
門
集
　
一
・
二

小
学
館

昭
和
四
十
七
・
五
十
年

高
野
　
辰
之

近
松
歌
舞
伎
狂
言
集
　
上
・
下

臨
川
書
店

昭
和
四
十
八
年

守
随
　
憲
治

近
松
世
話
物
集

旺
文
社

昭
和
五
十
一
年

藤
井
　
乙
男

近
松
全
集
　
一
〜
十
二

思
文
閣

昭
和
五
十
三
年

原
　
道
生

近
松
集

尚
学
図
書

昭
和
五
十
七
年

森
　
修
・
鳥
越
　
文
蔵

近
松
門
左
衛
門
集

小
学
館

昭
和
五
十
九
年

近
松
全
集
刊
行
会

近
松
全
集
　
一
〜
十
七

岩
波
書
店

昭
和
六
十
〜
平
成
六
年

信
多
　
純
一

近
松
門
左
衛
門
集

新
潮
社

昭
和
六
十
一
年

松
崎
　
仁
他

近
松
浄
瑠
璃
集
　
上
・
下

岩
波
書
店

平
成
五
・
七
年

鳥
越
　
文
蔵
他

近
松
門
左
衛
門
集
　
一
〜
三

小
学
館

平
成
十
一
・
十
二
年
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上
田
　
万
年

近
松
語
彙

冨
山
房

昭
和
五
十
一
年

藤
野
　
義
雄

近
松
名
作
事
典

桜
楓
社

昭
和
六
十
二
年
　

﹇
入
門
書
・
研
究
書
﹈

河
竹
　
繁
俊

近
松
門
左
衛
門

吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
三
年

広
末
　
保

増
補
　
近
松
序
説

未
来
社

昭
和
三
十
八
年

森
　
修

近
松
門
左
衛
門

三
一
書
房

昭
和
四
十
六
年

諏
訪
　
春
雄

近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究

笠
間
書
院

昭
和
四
十
九
年

大
久
保
　
忠
国

近
松

角
川
書
店

昭
和
五
十
年

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
近
松

有
精
堂
出
版

昭
和
五
十
一
年

中
村
　
幸
彦
他

近
松
門
左
衛
門
の
世
界

大
東
急
記
念
文
庫

昭
和
五
十
一
年

松
崎
　
仁
他

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
　
近
松

学
生
社

昭
和
五
十
一
年

向
井
　
芳
樹

近
松
の
方
法

桜
楓
社

昭
和
五
十
一
年

守
随
　
憲
治
他

増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
　
近
松

三
省
堂

昭
和
五
十
二
年

諏
訪
　
春
雄
他

近
松
門
左
衛
門

集
英
社

昭
和
五
十
四
年

河
竹
　
登
志
夫

近
松
門
左
衛
門

さ
・
え
・
ら
書
房

昭
和
五
十
七
年

高
野
　
正
巳

近
松
　
文
学
と
芸
術

赤
坂
書
院

昭
和
五
十
八
年
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井
口
　
洋

近
松
世
話
浄
瑠
璃
論

和
泉
書
院

昭
和
六
十
一
年

大
阪
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室
上
方
の
文
化
近
松
門
左
衛
門
を
め
ぐ
っ
て

和
泉
書
院

昭
和
六
十
三
年

鯖
江
市
教
育
委
員
会

近
松
門
左
衛
門
と
鯖
江

鯖
江
市

昭
和
六
十
三
年

鳥
越
　
文
蔵

虚
実
の
慰
み

近
松
門
左
衛
門

新
潮
社

平
成
元
年

鯖
江
市
教
育
委
員
会

近
松
門
左
衛
門
の
研
究

鯖
江
市

平
成
元
年

鳥
越
　
文
蔵
他

近
松
へ
の
招
待

岩
波
書
店

平
成
元
年

森
　
修

近
松
と
浄
瑠
璃

塙
書
房

平
成
二
年

信
多
　
純
一

近
松
の
世
界

平
凡
社

平
成
三
年

諏
訪
　
春
雄
他

論
集
近
世
文
学
１
　
近
松
と
そ
の
周
辺

勉
誠
社

平
成
三
年

武
井
　
協
三

江
戸
人
物
読
本
　
近
松
門
左
衛
門

ぺ
り
か
ん
社

平
成
三
年

原
　
道
生

新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
近
松
門
左
衛
門

新
潮
社

平
成
三
年

講
座
元
禄
の
文
学
四

元
禄
文
学
の
開
花
三
近
松
と
元
禄
の
演
劇

勉
誠
社

平
成
五
年

白
方
　
勝

近
松
浄
瑠
璃
の
研
究

風
間
書
房

平
成
五
年

近
松
研
究
所

近
松
研
究
の
今
日

和
泉
書
院

平
成
七
年

岩
波
講
座
「
歌
舞
伎
・
文
楽
」八

近
松
の
時
代

岩
波
書
店

平
成
十
年

近
松
研
究
所

近
松
の
三
百
年

和
泉
書
院

平
成
十
年
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さ
ば
え
近
松
倶
楽
部

近
松
も
の
が
た
り
│
鯖
江
発
│

鯖
江
市

平
成
十
二
年
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近
松
関
連
年
表

●
は
近
松
自
身
に
関
す
る
事
項
、●
は
近
松
の
家
族
に
関
す
る
事
項
、を
表
す
。

近
松
年
齢（
満
）

慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）

関
ヶ
原
合
戦
。

福
井
藩
成
立
。初
代
藩
主
結
城
秀
康
、石
高
六
十
八
万
石
。

八
年（
一
六
〇
三
）

江
戸
幕
府
成
立
。

元
和
元
年（
一
六
一
五
）

大
坂
夏
の
陣
。福
井
藩
兵
一
番
乗
り
し
、大
手
柄
。

正
保
二
年（
一
六
四
五
）

丹
生
郡
吉
江
を
中
心
に
吉
江
藩
成
立
。
藩
主
は
松
平
昌
親
、石
高
二
万
五
千
石
。

承
応
二
年（
一
六
五
三
）

出
生

近
松
、吉
江
藩
士
杉
森
信
義
の
次
男
と
し
て
福
井
で
出
生
。

幼
名
次
郎
吉
、
元
服
後
信
盛
。通
称
平
馬
。

明
暦
元
年（
一
六
五
五
）

二
歳

松
平
昌
親
が
、吉
江
藩
に
初
入
封
、杉
森
信
義
も
こ
れ
に
従
う
。

杉
森
一
家
も
吉
江
に
入
る
。

寛
文
元
年（
一
六
六
一
）

福
井
藩
、日
本
で
最
初
の
銀
札（
藩
札
）を
発
行
。

四
年（
一
六
六
四
）

十
一
歳

信
義
が
吉
江
藩
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
以
後
、父
が
浪
人
し
、一
家
は
京
都
へ
移
住
。

信
盛
は
一
条
禅
閤
恵
観
な
ど
の
公
家
に
仕
え
る
。
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十
一
年（
一
六
七
一
）

十
八
歳

俳
句
集『
宝
蔵
』に
信
盛
の
名
で
一
句
入
集
す
る
。

延
宝
二
年（
一
六
七
四
）

吉
江
藩
が
廃
藩
。

八
年（
一
六
八
〇
）

徳
川
綱
吉
、五
代
将
軍
と
な
る
。

天
和
三
年（
一
六
八
三
）
三
十
歳

近
松
作
『
世
継
曽
我
』が
宇
治
座
で
上
演
。

貞
享
元
年（
一
六
八
四
）

竹
本
座
旗
揚
げ
、竹
本
義
太
夫『
世
継
曽
我
』を
語
る
。

三
年（
一
六
八
六
）
三
十
三
歳

『
佐
々
木
大
鑑
』に
は
じ
め
て「
作
者
近
松
門
左
衛
門
」と
署
名
。

四
年（
一
六
八
七
）
三
十
四
歳

生
類
憐
み
の
令
発
布
。

父
信
義
没（
六
十
七
歳
）、京
都
本
圀
寺
に
葬
る
。

（
こ
れ
以
前
、兄
智
義
没（
三
十
四
歳
）、本
圀
寺
に
葬
る
。）

元
禄
二
年（
一
六
八
九
）

松
尾
芭
蕉
が『
奥
の
細
道
』の
旅
に
出
発
、越
前
に
来
る
。

六
年（
一
六
九
三
）

井
原
西
鶴
没（
五
十
二
歳
）。

七
年（
一
六
九
四
）

松
尾
芭
蕉
没（
五
十
一
歳
）。

十
二
年（
一
六
九
九
）
四
十
六
歳

役
者
評
判
記
『
鋸
末

お
が
く
ず

』
に
「
狂
言
作
者
近
松
門
左
衛
門
」
と
載
る
。

十
五
年（
一
七
〇
二
）

赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
。

十
六
年（
一
七
〇
三
）
五
十
歳

曽
根
崎
の
森
で
お
初
・
徳
兵
衛
心
中
事
件
。す
ぐ
に
大
坂
竹
島
座
で
歌
舞
伎
化
。

竹
本
座
で
も
近
松
作
『
曽
根
崎
心
中
』を
上
演
。

宝
永
三
年（
一
七
〇
六
）
五
十
三
歳

近
松
、こ
の
年
、京
都
か
ら
大
坂
に
移
住
す
る
。
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宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）

徳
川
家
宣
、六
代
将
軍
と
な
る
。

坂
田
藤
十
郎
没（
六
十
三
歳
）。

正
徳
元
年（
一
七
一
一
）

宇
治
加
賀
掾
没（
七
十
七
歳
）。

三
年（
一
七
一
三
）

徳
川
家
継
、七
代
将
軍
と
な
る
。

四
年（
一
七
一
四
）

竹
本
筑
後
掾
没（
六
十
四
歳
）。

五
年（
一
七
一
五
）六
十
二
歳

竹
本
座
近
松
作
『
国
性
爺
合
戦
』で
十
七
ケ
月
の
長
期
興
行
。

享
保
元
年（
一
七
一
六
）
六
十
三
歳

弟
岡
本
一
抱
没
。

徳
川
吉
宗
、八
代
将
軍
と
な
る
。こ
の
頃
、江
戸
で
義
太
夫
節
流
行
。

母
死
去
、尼
崎
広
済
寺
で
法
要
を
営
む
。

五
年（
一
七
二
〇
）

鯖
江
藩
成
立
。初
代
藩
主
は
間
部
詮
言
、石
高
五
万
石
。

七
年（
一
七
二
二
）六
十
九
歳

近
松
、知
人
へ
の
手
紙
で
体
の
衰
弱
を
訴
え
る
。

八
年（
一
七
二
三
）

享
保
改
革
の
一
環
と
し
て
心
中
物
読
売
の
禁
止
令
。

心
中
物
の
出
版
・
上
演
の
禁
止
令
。

九
年（
一
七
二
四
）
七
十
一
歳

竹
本
座『
関
八
州
繋
馬
』、
近
松
最
後
の
浄
瑠
璃
と
な
る
。

大
坂
大
火
、竹
本
・
豊
竹
両
座
と
も
に
類
焼
す
る
。

近
松
、辞
世
文
を
書
く
。
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九
年
十
一
月
二
十
二
日

近
松
門
左
衛
門
没（
七
十
一
歳
、数
え
年
で
七
十
二
歳
）。

尼
崎
広
済
寺
、大
坂
谷
町
法
妙
寺
に
葬
る
。

法
名「
阿
耨
院
穆
矣
日
一
具
足
居
士
」。



あ
と
が
き

平
成
十
二
年
三
月
に
発
刊
し
ま
し
た
『
近
松
も
の
が
た
り
│
鯖
江
発
│
』
を
補
完
す
る

も
の
と
し
て
『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本
』
全
三
巻
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

冊
子
は
そ
の
う
ち
の
第
二
巻
に
あ
た
る
も
の
で
、
近
松
を
知
る
本
と
し
ま
し
た
。

さ
ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん

倶
楽
部
で
は
、
近
松
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
が
、

近
松
文
学
を
難
し
い
も
の
と
せ
ず
、
一
人
で
も
多
く
近
松
愛
好
家
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
望

ん
で
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
で
は
で
き
る
だ
け
や
さ
し
い
言
葉
を
使
用
し
、
近
松
の
歩
み
を
記
し
て
み
ま
し

た
。
ま
た
、
巻
末
に
は
参
考
文
献
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
も
っ
と
勉
強
し
て
み
た
い

人
は
、
こ
こ
に
載
っ
て
い
る
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

編
集
に
あ
た
り
、
園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
水
田
か
や
乃
、
井
上
勝
志
の
両
先

生
の
懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
玉
稿
で
こ
の
本
を
飾
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、



福
井
大
学
教
授
三
好
修
一
郎
先
生
に
は
さ
ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん

倶
楽
部
顧
問
と
し
て
献
身
的
な
ご
指

導
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
に
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

写
真
は
尼
崎
市
国
際
文
化
室
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
、
天
理
図
書

館
、
大
阪
市
立
博
物
館
、
石
川
県
杉
森
唯
智
氏
、
岩
波
書
店
、
集
英
社
、
福
井
県
立
図
書

館
（
松
平
文
庫
）、
鯖
江
市
中
野
町
か
ら
提
供
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
付
記
し
て
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
冊
子
編
集
に
つ
い
て
企
画
の
段
階
か
ら
近
松
研
究
所
長
松
平
進

先
生
に
種
々
ご
相
談
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、
先
生
は
冊
子
の
完
成
を
み
ず
、
平
成
十

二
年
十
二
月
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

平
成
十
三
年
三
月

さ
ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん

倶
楽
部
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