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能
〈
盛
久
〉
論
　

　
　
　
　
　
　
　

―
―
「
命
」
を
見
つ
め
る
物
語
―
―

倉
　
持
　
長
　
子

※
本
稿
に
お
け
る
能
〈
盛
久
〉
の
詞
章
は
、
最
古
写
本
の
世
阿
弥
自
筆
本
の
翻
刻
で
あ
る
横
道
萬
里
雄
、
表
章
校
注
・
訳
：
日
本
古
典
文

学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
〈
盛
久
〉（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
。

　
　

一　

は
じ
め
に

　

世
阿
弥
の
息
子
観
世
元
雅
が
作
っ
た
能
に
〈
盛
久
〉
が
あ
る
。

（
１
）〈
盛
久
〉
の
あ
ら
す
じ
は
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
鎌
倉
へ
送
ら
れ
た

清
水
観
音
の
熱
心
な
信
者
平
盛
久
（
シ
テ
）
が
、
観
音
経
「
刀と

う

尋じ
ん

段だ
ん

段だ
ん

壊ね

」
の
利
益
で
刑
死
を
免
れ
た
後
、
源
頼
朝
に
召
さ
れ
て
観
音
の

霊
夢
を
賜
っ
た
こ
と
を
語
り
、
所
望
に
よ
り
報
恩
・
祝
言
の
歌
舞
を
見
せ
、
酒
宴
半
ば
に
急
ぎ
退
出
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

シ
テ
の
平
盛
久
は
生
没
年
不
詳
な
が
ら
、
平
安
後
期
に
実
在
し
た
武
将
で
、
平
清
盛
の
側
近
平
盛
国
の
子
で
あ
る
。
盛
久
は
『
吾
妻
鏡
』

や
高
野
山
文
書
、『
山
槐
記
』
に
そ
の
名
を
見
せ
る
が
、
そ
の
実
像
よ
り
も
、
む
し
ろ
清
水
観
音
霊
験
譚
の
広
が
り
と
と
も
に
注
目
さ
れ

て
き
た
人
物
で
あ
る
。
盛
国
の
子
に
は
、
盛
久
の
ほ
か
に
清
水
寺
に
縁
の
深
い
「
観
音
房
」
な
る
人
物
が
お
り
、
盛
久
の
一
族
は
清
水
観

音
の
信
仰
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
落
合
博
志
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）



－ 20 －

　

さ
て
、
こ
の
能
〈
盛
久
〉
を
め
ぐ
る
研
究
史
は
多
く
、
そ
の
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
豊
饒
な
世
界
を
か
な
り
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
言

え
よ
う
。〈
盛
久
〉
が
長
門
本
『
平
家
物
語
』
巻
二
十
「
主
馬
八
郎
左
衛
門
尉
盛
久
事
」
に
取
材
し
て
い
る（
３
）こ
と
は
、『
謡
曲
拾
葉
抄
』
を

は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
島
原
松
平
文
庫
蔵
『
平
家
物
語
秘
伝
書
』
所
収
の
「
盛

久
之
事
十
二
巻
」
を
紹
介
し
た
竹
本
幹
夫
氏（

４
）は
、
長
門
本
の
盛
久
説
話
の
み
を
〈
盛
久
〉
の
直
接
の
典
拠
と
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い

る
。
伊
藤
正
義
氏（

５
）も
ま
た
、『
平
家
物
語
』
巻
十
二
の
六
代
御
前
の
話
、『
沙
石
集
』
巻
二
の
右
馬
允
明
長
の
話
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』

巻
三
十
五
の
肥
後
守
貞
能
の
話
な
ど
を
挙
げ
、
能
〈
盛
久
〉
と
同
様
の
『
観
音
経
』
刀
尋
段
段
壊
の
利
生
譚
の
類
型
が
多
く
存
在
し
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
田
口
和
夫
氏（

６
）は
、
清
水
観
音
効
験
譚
を
含
め
、
室
町
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
見
え
る
「
盛
久
譚
の

拡
が
り
」
を
考
察
し
、
各
盛
久
譚
の
諸
要
素
を
検
討
し
つ
つ
、〈
盛
久
〉
の
成
立
、
位
置
づ
け
を
行
っ
た
。
ほ
か
、
外
村
南
都
子
氏（

７
）に
よ
り
、

早
歌
「
海
道
」
を
基
盤
と
す
る
独
立
の
謡
い
物
「
海
道
下
」（「
東
国
下
」
と
も
い
う
）
に
お
け
る
盛
久
の
心
情
を
、
能
と
い
う
形
式
で
表

現
す
る
点
に
、
能
「『
盛
久
』
の
ね
ら
い
」
が
見
出
さ
れ
て
も
い
る
。

　

こ
う
し
た
先
学
の
作
品
成
立
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
能
〈
盛
久
〉
は
、
数
々
の
盛
久
説
話
や
清
水
寺
縁
起
、

刀
尋
段
段
壊
の
説
話
、「
海
道
下
」
な
ど
を
下
敷
き
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
新
た
に
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
能
〈
盛
久
〉
は
盛
久
の
霊
験
譚
を
利
用
し
つ
つ
も
、
斬
首
を
控
え
た
極
限
状
況
下
に

自
ら
の
「
命
」
を
見
つ
め
る
人
間
の
心
情
、
と
い
う
独
自
の
主
題
を
新
た
に
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
で
に
三
宅
晶
子
氏

に
よ
っ
て
、「〈
盛
久
〉
で
は
、
観
音
に
よ
る
奇
跡
を
描
い
た
曲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
曲
を
貫
く
主
題
は
盛
久
の
心
情
描
写
」（

８
）に

あ
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
お
り
、
本
論
文
で
は
、
そ
の
主
題
を
「
命
」
を
見
つ
め
る
心
情
の
機
微
と
し
て
、
よ
り
明
確
に
し
て
み
た
い
。

本
稿
が
テ
キ
ス
ト
と
す
る
世
阿
弥
自
筆
能
本
〈
盛
久
〉
で
は
、「
命
」
の
用
例
が
現
行
曲
中
で
最
も
多
く
、
八
例
（
諸
本
・
五
流
で
は
六

例
）（

９
）を
数
え
る
こ
と
も
重
視
し
て
お
き
た
い
。
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松
岡
心
平
氏）

（1
（

に
よ
れ
ば
、
観
世
元
雅
の
作
品
に
は
、
す
で
に
父
世
阿
弥
に
よ
っ
て
多
く
表
現
さ
れ
て
い
た
、
シ
テ
と
な
る
死
者
の
「
情

念
が
全
面
的
に
解
放
さ
れ
て
カ
タ
ル
シ
ス
に
至
る
」
と
い
う
よ
う
な
「
幻
想
の
共
同
体
」
へ
の
否
定
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
元
雅
の
「
精

神
的
地
平
」
は
、「
死
さ
え
も
限
り
な
く
個
人
化
さ
せ
て
し
ま
う
」、「
幻
想
が
共
同
体
へ
と
は
開
か
れ
ず
、
個
人
の
意
識
の
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
松
岡
氏）

（（
（

は
、元
雅
作
と
考
え
ら
れ
る
他
作
品
〈
傘
卒
塔
婆
（
重
衡
）〉〈
朝
長
〉〈
隅

田
川
〉
と
同
様
に
、〈
盛
久
〉
も
ま
た
極
限
状
態
に
置
か
れ
た
人
間
の
心
情
に
興
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

元
雅
の
作
風
に
鑑
み
る
と
、
能
〈
盛
久
〉
は
も
は
や
当
時
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
平
盛
久
の
観
音
霊
験
譚
を
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
霊
験
譚
が
そ
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
上
で
削
ぎ
落
と
し
て
き
た
人
間
の
内
実
、
つ
ま
り
極
限
状
態
に
あ
る
一
人
の
生
身
の
人
間
の
内
側

か
ら
滲
み
出
て
く
る
リ
ア
ル
な
心
情
を
詳
細
に
描
出
す
る
目
論
見
で
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
考
察
を
試
み
る
。

　
　

二　

能
〈
盛
久
〉
と
盛
久
説
話
の
「
夢
」
を
め
ぐ
っ
て

　

本
節
で
は
、
簡
単
な
が
ら
、
他
の
盛
久
説
話
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
能
〈
盛
久
〉
が
清
水
観
音
霊
験
譚
に
拠
り
つ
つ
、
そ
れ
を
一

囚
人
の
「
命
」
を
見
つ
め
る
物
語
と
し
て
描
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
多
様
な
広
が
り
を
持
つ
盛
久
説
話
の
う
ち
、

盛
久
の
「
命
」
の
行
方
と
そ
れ
に
伴
う
心
情
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
能
〈
盛
久
〉
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
例
と
し
て
、
盛
久
説
話
に
つ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
観
音
が
も
た
ら
す
「
夢
」
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
み
た
い
。
能
〈
盛
久
〉
で

は
、
観
音
経
の
冥
護
に
よ
っ
て
刀
が
折
れ
て
処
刑
を
免
れ
、
頼
朝
の
前
に
召
し
だ
さ
れ
た
盛
久
が
、
前
日
に
見
た
夢
告
の
内
容
を
語
る
。

盛
久
の
夢
に
現
れ
た
、
清
水
観
音
が
変
化
し
た
「
老
僧
」
は
、
盛
久
に
対
し
て
「
わ
れ
汝
が
命
に
、
代
る
べ
し
」
と
約
束
す
る
。
長
門
本

『
平
家
物
語
』
の
盛
久
譚）

（1
（

で
は
、
頼
朝
の
「
室
家
」
の
夢
に
同
じ
く
「
老
僧
」
が
現
れ
る
が
、「
盛
久
、
斬
首
の
罪
に
あ
て
ら
れ
候
が
、
ま

げ
て
宥
免
候
べ
き
」
と
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
「
此
事
、
清
水
寺
の
観
音
の
、
盛
久
が
身
に
か
は
ら
せ
給
た
り
け
る
に
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や
」
と
は
語
ら
れ
る
も
の
の
、「
命
」
と
い
う
言
葉
は
見
え
な
い
。
刀
尋
段
段
壊
の
霊
験
譚
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
肥
後
守
貞
能
の
話）

（1
（

で

も
、
鎌
倉
殿
の
夢
の
中
に
「
老
僧
」
が
現
れ
る
が
、「
貞
能
ヲ
バ
今
ハ
ユ
ル
シ
給
へ
。
我
カ
ワ
ラ
ム
」「
我
已
ニ
カ
ハ
リ
ヌ
ル
ナ
リ
」
と
伝

え
る
の
み
で
、
や
は
り
「
命
」
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
。
時
代
は
や
や
下
る
が
、
永
正
十
七
（
一
五
一
八
）
年
の
『
実
隆
公

記
』
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
「
清
水
寺
縁
起
」）

（1
（

の
霊
験
譚
で
は
、処
刑
を
明
日
に
控
え
た
盛
久
の
夢
中
に
「
老

僧
」
が
現
れ
る
が
、
盛
久
の
身
に
つ
い
て
「
安
く
急
災
を
退
く
べ
し
」
と
あ
る
の
み
で
、
こ
こ
で
も
「
命
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。

　

参
考
と
し
て
、世
阿
弥
の
音
曲
論『
五
音
』下
所
収
の「
六
代
ノ
歌
」を
見
て
お
こ
う
。処
刑
を
控
え
た
六
代
を
救
い
た
い
一
心
の
母
に
よ
っ

て
、
初
瀬
観
音
に
向
け
て
刀
尋
段
段
壊
の
観
音
経
が
読
誦
さ
れ
る
が
、
母
の
祈
り
に
は
「
我
が
子
を
助
け
給
へ
や
」
と
あ
り
、
助
命
を
知

ら
せ
た
斉
藤
五
の
言
葉
に
も
「
喜
び
の
御
教
書
に
て
、
助
か
ら
せ
給
ふ
」
と
あ
る
の
み
で
、「
命
」
と
い
う
言
葉
は
見
え
な
い
。
あ
く
ま

で
能
〈
盛
久
〉
の
み
が
、
盛
久
の
「
身
」
や
「
急
災
」
で
は
な
く
、「
命
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す
点
に
注
意
し
た
い
。

　

同
じ
元
雅
の
作
品
と
さ
れ
る
〈
笠
卒
塔
婆
（
重
衡
）〉）

（1
（

で
は
、
南
都
を
焼
き
討
ち
し
た
罪
に
よ
り
奈
良
坂
で
処
刑
さ
れ
た
シ
テ
平
重
衡

の
亡
霊
が
、
そ
の
「
最
期
」
を
迎
え
た
瞬
間
に
つ
い
て
「
け
ふ
も
命
は
知
ら
ね
ど
も
飛
鳥
の
寺
の
夜
の
鐘
…
」
と
回
想
し
て
い
る
。
刑
の

執
行
を
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
極
限
状
態
の
心
境
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
け
ふ
も
命
は
知
ら
ね
ど
も
」
は
、
実
は

世
阿
弥
作
〈
卒
塔
婆
小
町
〉）

（1
（

に
も
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

頸
に
か
け
た
る
袋
に
は
、
い
か
な
る
物
を
容
れ
た
る
ぞ
、
シ
テ
「
け
ふ
も
命
は
知
ら
ね
ど
も
、
あ
す
の
飢
ゑ
を
助
け
ん
と
、
粟
豆
の

餉
（
か
れ
い
い
）
を
、
袋
に
入
れ
て
持
ち
た
る
よ
、
…
…

「
百
年
の
姥
」
で
あ
る
シ
テ
小
町
は
、
今
日
も
明
日
を
も
知
れ
ぬ
命
で
あ
る
が
、
明
日
の
飢
え
を
凌
ぐ
た
め
に
「
粟
豆
の
餉
」
を
備
え
て

い
る
と
い
う
。
井
阿
弥
作
の
詞
章
に
世
阿
弥
が
手
を
加
え
た
と
い
う
〈
通
盛
〉
で
も
、
漁
翁
（
前
シ
テ
）
と
姥
（
前
ツ
レ
）
が
「
な
に
を

頼
み
に
老
い
の
身
の
、命
の
た
め
に
使
ふ
べ
き
」）

（1
（

と
老
い
先
短
い
命
の
た
め
に
漁
労
に
あ
え
ぐ
身
を
嘆
い
て
い
る
。
世
阿
弥
の
用
い
る「
命
」
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は
、
い
つ
ま
で
続
く
か
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
絶
た
れ
る
こ
と
を
自
ら
の
力
で
何
と
か
食
い
止
め
よ
う
と
抗
う
対
象
で

あ
る
。
一
方
、
元
雅
は
、
世
阿
弥
の
「
け
ふ
も
命
は
知
ら
ね
ど
も
」
を
転
用
し
つ
つ
、
刑
死
と
い
う
極
め
て
絶
望
的
な
状
況
に
置
か
れ
た

人
物
の
、
も
は
や
自
ら
の
意
志
で
は
決
し
て
抗
い
よ
う
も
な
い
「
命
」
の
終
焉
に
向
か
う
一
瞬
一
瞬
に
、
興
味
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
　

三　

鎌
倉
に
至
る
ま
で
の
心
境
を
め
ぐ
っ
て

　
〈
盛
久
〉
の
第
二
段
〔
サ
シ
〕
か
ら
は
、
清
水
観
音
と
惜
別
し
、
京
都
か
ら
鎌
倉
ま
で
の
死
出
の
旅
路
を
籠
輿
で
行
く
盛
久
の
、
重
苦

し
い
鬱
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
語
り
方
に
注
目
し
た
い
。

　

京
か
ら
鎌
倉
ま
で
の
道
中
に
お
け
る
盛
久
の
心
情
に
つ
い
て
、
長
門
本
『
平
家
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

盛
久
、
ま
だ
し
ら
ぬ
東
路
に
、
千
行
の
涙
を
の
ご
ひ
、
暁
月
に
袂
を
う
る
ほ
し
て
、
わ
れ
、
清
水
寺
の
霊
場
に
、
千
日
参
詣
の
心
ざ

し
を
運
、
多
年
本
尊
に
祈
奉
、
信
心
の
ま
こ
と
を
こ
ら
し
つ
る
に
、
日
詣
空
し
く
な
り
ぬ
、
あ
は
れ
、
西
国
の
戦
場
に
、
軍
破
て
人
々

海
に
入
た
ま
ひ
し
時
、
お
な
じ
く
底
の
み
く
づ
と
も
な
り
た
り
せ
ば
、
今
日
か
か
る
憂
め
に
〔
は
〕
あ
は
じ
も
の
を
、
と
お
も
は
ぬ

事
も
な
く
、
お
も
ひ
つ
づ
け
て
な
げ
き
暮
し
、
朝
の
露
に
命
を
か
け
、
日
数
も
や
う
や
く
か
さ
な
れ
ば
、
鎌
倉
に
も
下
着
し
ぬ
。

こ
こ
で
は
、「
朝
の
露
に
命
を
か
け
」
と
あ
り
、盛
久
が
日
々
儚
い
「
命
」
を
紡
い
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
、盛
久
が
特
に
己
の
「
命
」

を
深
々
と
見
つ
め
る
瞬
間
は
描
か
れ
な
い
。
長
門
本
に
お
け
る
盛
久
は
清
水
寺
へ
の
千
日
参
詣
の
最
中
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
参
詣
が
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
無
念
さ
を
悲
嘆
し
て
い
た
り
、
西
国
戦
場
に
お
け
る
平
家
敗
戦
の
折
に
共
に
入

水
し
な
か
っ
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
後
悔
し
た
り
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。「
お
も
は
ぬ
事
も
な
く
、
お
も
ひ
つ
づ
け
て
な
げ
き
暮
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
京
か
ら
鎌
倉
へ
の
旅
の
途
次
、
盛
久
の
胸
中
に
は
、
様
々
な
思
い
が
飛
び
交
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、能
〈
盛
久
〉
で
語
ら
れ
る
シ
テ
盛
久
の
心
境
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
少
々
長
い
が
、以
下
に
全
文
を
引
用
す
る
。
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〔
一
セ
イ
〕（
シ
テ
）
い
つ
か
ま
た
、
清
水
寺
の
花
盛
り
、
帰
る
春
な
き
名
残
か
な
。（
シ
テ
）
音
に
立
て
ぬ
も
音
羽
山
、
滾
つ
心
を

人
知
ら
じ
。

〔
サ
シ
〕
見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
交
ぜ
て
、
錦
と
見
ゆ
る
故
郷
の
空
、
ま
た
い
つ
か
は
と
思
ひ
出
の
、
限
り
な
る
べ
き
東
路
に
、
思

ひ
立
つ
こ
そ
名
残
な
れ
。（
シ
テ
）
わ
れ
な
ま
じ
ひ
に
弓
馬
の
道
に
生
ま
れ
、
世
上
に
隠
れ
な
き
身
と
て
、
思
は
ざ
る
ほ
か
の
旅
行

の
道
、
関
の
東
に
赴
け
ば
、
あ
と
白
川
を
行
く
波
の
、
い
つ
帰
る
べ
き
旅
な
ら
ん
。

〔
下
ゲ
哥
〕
こ
こ
は
た
れ
を
か
松
坂
や
、
四
の
宮
河
原
四
つ
の
辻
。

〔
上
ゲ
哥
〕
こ
れ
や
こ
の
、
行
く
も
帰
る
も
別
か
れ
て
は
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
逢
坂
の
関
守
り
も
、
今
の
わ
れ
を
ば
よ
も
留
め
じ
。

勢
多
の
長
橋
う
ち
渡
り
、
立
ち
寄
る
影
は
鏡
山
、
さ
の
み
年
経
ぬ
身
な
れ
ど
も
、
衰
へ
は
老
蘇
の
、
森
を
過
ぐ
る
や
美
濃
尾
張
。

〔
下
ゲ
哥
〕
熱
田
の
浦
の
夕
潮
の
、
道
を
ば
波
に
隠
さ
れ
て
、
回
れ
ば
野
べ
に
鳴
海
潟
、
ま
た
八
つ
橋
や
高
師
山
、
ま
た
八
つ
橋
や

高
師
山
。

〔
ロ
ン
ギ
〕
潮
見
坂
橋
本
の
、
濱
名
の
橋
も
う
ち
渡
る
、
旅
衣
、
か
く
来
て
見
ん
と
思
ひ
き
や
、
か
く
来
て
見
ん
と
思
ひ
き
や
、
い

の
ち
な
り
け
り
、
小
夜
の
中
山
は
こ
れ
か
と
よ
、
変
は
る
淵
瀬
の
大
井
川
、
過
ぎ
行
く
波
も
宇
津
の
山
、
越
え
て
も
関
に
清
見
潟
、

三
保
の
入
り
海
田
子
の
浦
、
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
な
る
、
雪
の
富
士
の
嶺
箱
根
山
、
な
ほ
明
け
行
く
や
星
月
夜
、
は
や
鎌
倉
に

着
き
に
け
り
、
は
や
鎌
倉
に
着
き
に
け
り
。

　

こ
の
道
行
は
、『
五
音
』下
所
収「
海
道
下
」を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
海
道
下
」は
、〈
盛
久
〉の
前
身
と
も
言
え
る
作
品
で
、「
平

家
譜
代
（
ノ
）
侍
、武
略
の
達
者
」
で
あ
る
盛
久
が
関
東
に
送
ら
れ
て
い
く
道
中
の
心
情
を
、や
は
り
名
所
・
歌
枕
を
詠
み
込
み
つ
つ
語
る
、

長
大
な
謡
い
物
で
あ
る
。「
海
道
下
」
で
は
、「
白
河
」「
今
は
た
れ
を
か
松
坂
や
、
四
の
宮
河
原
四
つ
の
辻
」「
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
」

「
勢
田
の
唐
橋
」「
鏡
山
」「
熱
田
」「
け
い
り
く
に
近
き
我
身
」「
八
橋
」「
山
は
高
師
」「
潮
見
坂
」「
橋
本
」「
小
夜
の
中
山
」「
命
の
内
」「
宇
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都
の
山
」「
清
見
が
関
」「
三
保
が
崎
」「
田
子
の
浦
」「
富
士
の
嶺
」
な
ど
、
能
〈
盛
久
〉
の
道
行
と
共
通
す
る
地
名
を
含
ん
だ
言
葉
が
多

く
見
え
る
。

　

三
宅
晶
子
氏）

（1
（

は
、〈
盛
久
〉
の
道
行
は
、
聴
衆
が
既
知
の
「
海
道
下
」
を
想
起
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
を
当
て
込
ん
だ
作
品
と
考
え
ら
れ

る
も
の
の
、「
海
道
下
」
と
〈
盛
久
〉
道
行
（〔
一
セ
イ
〕〔
サ
シ
〕〔
下
ゲ
哥
〕〔
ロ
ン
ギ
〕）
に
は
「
性
格
上
に
大
き
な
相
違
」
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
海
道
下
」
で
は
、
盛
久
の
正
確
な
心
情
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
よ
り
も
、「
文
飾
や
古
典
の
引
用
」
に
興
味
が

傾
い
て
お
り
、
一
方
の
〈
盛
久
〉
は
「
刑
場
へ
赴
く
心
情
を
訴
え
る
前
半
」
と
〔
下
ゲ
哥
〕
以
降
の
「
名
所
尽
し
の
後
半
」
に
よ
っ
て
成

り
立
ち
、「
海
道
下
」
か
ら
「
不
必
要
な
古
典
の
引
用
と
文
飾
を
除
い
て
、
心
情
表
現
の
み
に
圧
縮
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
し

か
に
、
三
宅
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、「
海
道
下
」
で
は
、「
け
い
り
く
に
近
き
我
身
の
、
不
死
の
薬
や
な
か
る
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
刑
死

に
対
す
る
慄
き
が
語
ら
れ
る
一
方
、
全
体
は
京
か
ら
鎌
倉
に
い
た
る
ま
で
の
名
所
・
歌
枕
を
網
羅
す
る
か
の
よ
う
な
文
飾
が
目
立
っ
て
お

り
、「
都
の
方
ぞ
恋
し
き
」
と
い
う
望
京
の
念
や
、「
在
原
の
中
将
の
、
は
る
ゞ
ゝ
来
ぬ
と
詠
ぜ
し
も
、
わ
が
身
の
上
に
知
ら
れ
た
り
」
と

い
っ
た
業
平
の
東
国
下
り
に
そ
の
身
を
重
ね
る
点
な
ど
、「
刑
戮
」
を
控
え
た
旅
の
途
次
と
し
て
は
や
や
不
的
確
な
心
情
が
見
え
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
は
、〈
盛
久
〉
の
道
行
は
、
そ
れ
ら
の
「
文
飾
」
を
取
り
除
き
、
圧
縮
さ
せ
た
と
い
う
よ
り
も
、「
刑
戮
」
に
向
か
う
人

間
の
心
情
を
内
的
機
軸
と
し
て
「
海
道
下
」
を
構
成
し
直
し
た
も
の
と
見
做
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
。
ま
た
、単
な
る
「
名
所
尽
し
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
後
半
部
分
か
ら
も
、
刑
場
へ
と
迫
る
シ
テ
盛
久
の
、
切
な
る
叫
び
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

ま
ず
、〈
盛
久
〉
の
道
行
に
お
い
て
選
び
取
ら
れ
た
地
名
・
言
葉
に
改
め
て
注
目
す
る
と
、「
白
川
」「
波
」「
河
原
」「
熱
田
の
浦
の
夕
潮
」

「
波
」「
鳴
海
潟
」「
潮
見
坂
」「
淵
瀬
の
大
井
川
」「
過
ぎ
行
く
波
」「
清
見
潟
」「
三
保
の
入
り
海
」「
田
子
の
浦
」
な
ど
、
水
に
ま
つ
わ
る

も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、「
音
に
立
て
ぬ
も
音
羽
山
滾
つ
心
を
人
知
ら
じ
」、
ま
た
自
筆
本
に
お
け
る
改
訂
前
の
本
文）

（1
（

（
以
下
、〈
原
・
盛
久
〉
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と
す
る
）
に
「
洩
り
て
も
余
る
涙
か
な
」（
改
訂
後
は
「
森
を
過
ぐ
る
や
美
濃
尾
張
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
盛
久
の
道
中
が
一
貫
し
て
涙
に

暮
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
緊
密
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
勢
多
の
長
橋
う
ち
渡
り
」「
八
つ
橋
」「
橋
本
」「
濱
名
の
橋
も
う
ち
渡
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
橋
」
と
い
う
、
現
実
と
異
郷

を
結
ぶ
水
辺
の
境
界）

11
（

を
渡
る
場
面
の
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
畳
み
掛
け
ら
れ
る
「
橋
」
に
よ
っ
て
、
刑
地
鎌
倉
に
近
付
い
て
い
く
盛

久
の
、
生
死
の
境
に
あ
る
不
安
定
な
境
涯
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
「
い
の
ち
な
り
け
り
、
小
夜
の
中
山
は
こ
れ
か
と
よ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
テ
キ
ス
ト
と
し
た

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
羇
旅
歌
、
西
行
の
、

　
　
　
　

東
の
方
へ
ま
か
り
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る

　
　

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
小
夜
の
中
山）

1（
（

を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、「
海
道
下
」
中
に
も
「
岸
辺
に
波
を
掛
河
、
小
夜
の
中
山
中

く
に
、
命
の
内
は
、
し
ら
く
も
の
、
又

越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
」
と
引
か
れ
、
小
夜
の
中
山
を
再
び
越
え
る
こ
と
が
命
の
あ
る
内
に
で
き
る
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
と
の
盛
久
の
感

慨
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
世
阿
弥
の
廃
曲
〈
逢
坂
物
狂
〉
も
、
囚
人
と
し
て
刑
地
に
赴
く
盛
久
の
心
情
と
は
別
の
文
脈
で
「
海
道
下
」
を
引
い
て
い
る
。

松
岡
心
平
氏）

11
（

に
よ
れ
ば
、〈
逢
坂
物
狂
〉
は
、
元
雅
が
解
体
し
て
〈
弱
法
師
〉〈
盛
久
〉〈
歌
占
〉〈
蝉
丸
〉
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
た
曲

で
あ
る
と
い
う
。〈
逢
坂
物
狂
〉
で
は
、
蝉
丸
の
化
身
で
あ
る
盲
目
乞
食
と
、
父
と
生
き
別
れ
に
な
っ
た
子
が
共
に
「
海
道
下
」
を
舞
い

謡
う
。
こ
の
「
海
道
下
」
は
、
曲
の
は
じ
め
に
父
が
子
を
尋
ね
求
め
て
東
国
に
は
る
ば
る
下
っ
て
き
た
こ
と
を
語
る
場
面
に
重
ね
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
子
の
父
恋
し
さ
を
募
ら
せ
、
同
時
に
盲
目
乞
食
（
実
は
関
の
明
神
の
変
化
）
に
よ
る
子
へ
の
憐
憫
を
深
ま
ら
せ
る
と
い
う
、

重
要
な
機
能
を
負
っ
て
い
る
。
盲
目
ゆ
え
に
父
で
あ
る
醍
醐
天
皇
に
棄
て
ら
れ
た
蝉
丸
の
化
身
で
あ
る
関
の
明
神
は
、「
海
道
下
」を
経
て
、
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子
に
「
あ
は
れ
」
と
「
共
感
」）

11
（

し
、親
子
再
会
と
い
う
奇
跡
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、〈
逢
坂
物
狂
〉
で
は
、物
語
と
「
海
道
下
」

の
引
く
西
行
の
「
命
」
の
歌
と
の
間
に
、強
い
連
関
は
見
え
な
い
。
古
典
文
庫
〈
逢
坂
物
狂
〉
に
よ
れ
ば
、〈
逢
坂
物
狂
〉
中
の
「
東
国
下
」

は
、
五
百
番
本
で
は
全
文
を
引
く
も
の
の
、
諸
本
に
よ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
「
夕
汐
の
ぼ
る
橋
本
の
」
以
下
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、「
命
」

の
本
文
ま
で
引
用
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
能
〈
盛
久
〉
に
お
け
る
「
か
く
来
て
見
ん
と
思
ひ
き
や
、
か
く
来
て
見
ん
と
思
ひ
き
や
、
い
の
ち
な
り
け
り
、
小
夜
の
中

山
は
こ
れ
か
と
よ
」
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
西
行
歌
の
「
越
ゆ
」
を
「
来
て
見
」
と
い
う
動
作
に
変
え
、
し
か
も
上
の
句

の
一
部
を
二
度
繰
り
返
す
こ
と
で
そ
の
驚
き
を
強
調
し
つ
つ
、
西
行
歌
の
「
命
な
り
け
り
」
に
焦
点
を
当
て
た
引
き
歌
表
現
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
ま
さ
か
お
の
れ
の
「
命
」
を
こ
の
よ
う
に
来
て
「
見
る
」
こ
と
に
な
る
と
予
想
し
た
だ
ろ
う
か
、
あ
の
「
命
」
が
詠
ま
れ
た
小

夜
の
中
山
と
は
こ
の
地
だ
っ
た
の
か
、
と
死
を
前
に
自
ら
の
「
命
」
を
見
つ
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
歎
ず
る
意
味
へ
と
変
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
「
命
」
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
〈
盛
久
〉
の
頭
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
曲
中
に
散
見
す
る
他
の
「
命
」
と
呼
応

し
あ
う
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
思
い
が
け
ず
再
度
中
山
を
越
え
る
こ
と
に
な
り
、
老
い
て
な
お
「
命
」
の
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば

生
へ
の
感
動
を
詠
ん
だ
西
行
歌
と
、
思
い
が
け
ず
死
を
目
前
に
お
の
れ
の
「
命
」
の
終
局
を
見
つ
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
詰
め
ら

れ
た
〈
盛
久
〉
と
で
は
、
そ
の
詠
歌
の
状
況
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、「
あ
と
白
川
を
行
く
波
の
、
い
つ
帰
る
べ
き
旅
な
ら
ん
」
が
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、「
あ
と
白
川
を
波
は
行
き　

我
は
帰
ら
ぬ

旅
ぞ
憂
き
」
と
な
っ
て
い
た
。
落
合
博
志
氏）

11
（

に
よ
れ
ば
、
こ
の
改
訂
は
「
表
現
・
用
語
に
関
わ
る
」
も
の
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
落
合

氏
は
、
改
訂
後
は
「
余
情
」
が
重
視
さ
れ
た
本
文
と
な
っ
て
お
り
、
内
容
と
し
て
は
不
正
確
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。〈
原
・
盛
久
〉
の
表

現
は
、「
や
や
舌
足
ら
ず
で
直
叙
的
」
な
が
ら
も
、
既
に
「
帰
る
春
な
き
名
残
か
な
」「
ま
た
い
つ
か
は
と
思
ひ
出
の
、
限
り
な
る
べ
き
東

路
に
、思
ひ
立
つ
こ
そ
名
残
な
れ
」
と
さ
れ
て
お
り
、帰
還
の
可
能
性
は
な
い
も
の
、と
理
解
し
て
い
た
盛
久
の
覚
悟
に
沿
う
も
の
と
な
っ
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て
い
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
衰
へ
は
老
蘇
の
、
森
を
過
ぐ
る
や
美
濃
尾
張
（
身
の
終
わ
り
）」
は
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
「
衰

へ
は
老
蘇
の
洩
り
て
も
余
る
涙
か
な
」
と
さ
れ
て
い
た
。
先
の
三
宅
氏
の
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、改
訂
後
の
本
文
で
は
「
技
巧
の
勝
っ

た
表
現
」「
元
雅
の
原
作
で
の
ぎ
こ
ち
な
さ
が
円
熟
し
た
表
現
」
へ
と
変
化
し
た
反
面
、「
元
雅
の
直
接
的
な
心
情
の
訴
え
」
が
曖
昧
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
原
・
盛
久
〉
か
ら
は
、
改
訂
さ
れ
た
世
阿
弥
自
筆
本
の
〈
盛
久
〉
以
上
に
、
盛
久
が
自
ら
の
「
命
」
と
向
き

合
う
心
情
を
直
截
的
に
表
現
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
の
後
半
で
触
れ
た
い
。

　
　

四　

世
阿
弥
自
筆
能
本
と
諸
本
（
五
流
）、
ま
た
改
訂
前
本
文
〈
原
・
盛
久
〉
に
お
け
る
態
度
の
相
違

　

世
阿
弥
自
筆
能
本
〈
盛
久
〉
と
、
諸
本
（
車
屋
本
・
光
悦
謡
本
・
黒
雪
本
・
五
流
）
の
〈
盛
久
〉
本
文
と
を
比
較
す
る
と
、
か
な
り
多

く
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
本
節
で
は
、
世
阿
弥
自
筆
能
本
に
お
い
て
、
シ
テ
盛
久
が
よ
り
自
ら
の
「
命
」
の
有
無
を
強
く
意
識
す

る
よ
う
な
本
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
第
四
段
〔
問
答
〕
中
、
ワ
キ
土
屋
三
郎
が
盛
久
に
処
刑
の
時
刻
を
告
げ
る
場
面
に
お

い
て
、
自
筆
本
〈
盛
久
〉
の
み
が
、
諸
本
と
異
な
り
、
次
の
二
つ
の
「
命
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
自
筆
本
で
は
、
鎌
倉
に
下
着
し
た
シ
テ
盛
久
が
、
こ
れ
ま
で
自
分
を
大
切
に
扱
っ
て
く
れ
た
ワ
キ
土
屋
に
対
し
て
「
こ
の
間

の
ご
芳
心
申
す
も
お
ろ
か
な
り
、
命
も
候
は
ば
こ
の
ご
恩
を
な
ど
か
は
報
じ
申
さ
ざ
る
さ
り
な
が
ら
」
と
の
本
文
が
含
ま
れ
る
。
一
方
、

諸
本
で
は
、
土
屋
に
対
し
て
「
こ
の
程
の
土
屋
殿
の
ご
芳
志
、
申
す
も
な
か
な
か
お
ろ
か
な
り
」
と
あ
る
も
の
の
、「
命
」
と
い
う
言
葉

は
見
え
な
い
。

　

第
二
に
、
観
音
経
を
唱
え
よ
う
と
す
る
盛
久
の
言
葉
に
つ
い
て
も
違
い
が
見
え
る
。
自
筆
本
で
は
「
わ
れ
毎
日
毎
夜
に
観
音
経
を
読
誦

す
、
こ
と
さ
ら
今
夜
命
の
限
り
に
て
候
へ
ば
読
誦
し
申
し
候
は
ん
」
と
あ
る
。
処
刑
を
明
日
と
知
っ
た
盛
久
の
、「
命
の
限
り
」
で
あ
る

特
別
な
夜
の
観
音
経
読
誦
に
向
か
う
意
気
込
み
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
諸
本
で
は
「
わ
れ
こ
の
年
月
清
水
の
観
世
音
ノ



－ 29 －

信
じ
、
毎
日
か
の
お
ん
経
を
怠
る
こ
と
な
し
、
さ
り
な
が
ら
け
ふ
は
い
ま
だ
読
誦
申
さ
ず
候
ふ
ほ
ど
に
、
お
ん
暇
を
賜
は
り
候
へ
、
か
の

お
ん
経
を
読
誦
申
し
た
く
候
」
と
あ
る
。
諸
本
で
は
、
観
音
経
読
誦
に
込
め
ら
れ
た
思
い
が
「
命
」
の
尽
き
る
前
夜
な
ら
で
は
の
特
別
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
常
的
習
慣
を
果
た
そ
う
と
す
る
盛
久
の
信
心
深
さ
、
と
い
う
程
度
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、鎌
倉
へ
の
道
中
で
は
、「
命
な
り
け
り
」
と
、籠
輿
の
中
で
一
人
「
命
」
を
見
つ
め
る
盛
久
の
叫
び
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

ま
た
、
ま
さ
に
由
比
ガ
浜
に
て
処
刑
さ
れ
よ
う
と
す
る
盛
久
の
心
情
は
「
命
は
今
を
限
り
な
れ
ば
、
こ
れ
ぞ
こ
の
世
の
門
出
の
道
に
、
足

弱
弱
と
立
ち
出
づ
る
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
自
筆
本
は
、「
命
も
候
は
ば
」
と
い
う
明
日
に
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
「
命
」
の
あ
り
よ
う
、「
今

夜
命
の
限
り
に
て
候
へ
ば
」
と
い
う
処
刑
前
夜
と
知
ら
さ
れ
た
「
命
」
の
不
安
、
観
音
経
に
救
済
を
求
め
る
心
境
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及

す
る
こ
と
で
、
盛
久
が
死
に
近
づ
い
て
い
く
一
瞬
一
瞬
の
心
情
や
態
度
を
、
よ
り
丁
寧
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

同
様
の
自
筆
本
の
態
度
は
、
一
曲
の
最
後
で
、
救
命
さ
れ
た
盛
久
が
、
頼
朝
の
御
前
か
ら
退
出
し
た
際
の
心
境
に
も
窺
え
よ
う
。
自
筆

本
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

長
居
は
恐
れ
あ
り
、
長
居
は
恐
れ
あ
り
と
、
罷
り
申
し
仕
り
、
退
出
し
け
る
盛
久
が
、
心
の
う
ち
ぞ
嬉
し
き
、
心
の
う
ち
ぞ
嬉
し
き
。

盛
久
の
最
後
の
「
心
の
う
ち
」
は
「
嬉
し
き
」
と
あ
る
が
、
そ
の
他
の
本
で
は
、
す
べ
て
「
ゆ
ゆ
し
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
観
音
の
冥
護

の
後
も
己
の
「
命
」
の
行
方
を
握
っ
て
い
た
頼
朝
の
御
前
を
退
出
し
た
と
き
、
盛
久
は
、
己
の
「
命
」
を
脅
か
さ
れ
る
不
安
か
ら
、
真
実
、

解
放
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
誰
か
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
「
命
」
を
自
ら
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
と
き
、
盛
久
の
心
中
は
、
た

だ
ひ
た
す
ら
「
嬉
し
き
」
と
い
う
安
堵
の
思
い
に
満
た
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
命
」
の
安
全
を
得
た
時
点
で
の
内
面
ま
で
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
語
る
こ
と
で
、
一
曲
を
通
じ
て
追
跡
さ
れ
て
き
た
、
盛
久
の
「
命
」
に
向
き
合
う
心
情
表
現
は
全
円
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

助
命
を
受
け
て
「
嬉
し
き
」
と
い
う
心
境
に
な
る
よ
う
で
は
、
お
よ
そ
武
士
ら
し
く
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
伝
統
的
に
「
ゆ
ゆ
し
き
」
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の
本
文
が
取
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
ゆ
ゆ
し
き
」
と
い
う
第
三
者
に
よ
る
曖
昧
な
讃
美
で
は
、
自
由
の
身
と
な
っ
た
盛

久
の
最
後
の
心
情
が
有
耶
無
耶
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
曲
の
テ
ー
マ
性
も
弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
改
訂
後
の
自
筆
本
よ
り
さ
ら
に
遡
っ
て
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、「
命
」
に
向
き
合
う
人
間
の
心
情
や
態
度
が
よ
り
生
々
し
く
表

現
さ
れ
て
い
た
点
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
盛
久
が
、
鎌
倉
殿
に
よ
っ
て
「
命
は
千
秋
、
萬
歳
の
春
を
祝
ふ
ぞ
」
と
祝
福
の
盃
を
受
け
、

乱
舞
を
所
望
さ
れ
る
場
面
に
注
目
し
よ
う
。　

　
〔
問
答
〕
で
は
、
シ
テ
盛
久
は
「
平
家
譜
代
の
侍
武
略
の
達
者
」
で
、
昨
年
は
「
小
松
殿
」（
平
重
盛
）
の
北
山
に
お
け
る
茸
狩
の
酒
宴

で
舞
い
謡
っ
た
、
乱
舞
の
名
手
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
盛
久
は
長
門
本
に
「
主
馬
判
官
盛
国
末
子
、
主
馬
八
郎
左
衛
門
盛
久
」

と
あ
り
、『
吾
妻
鏡
』）

11
（

に
は
「
左
兵
衛
尉
盛
久
」
で
あ
っ
た
折
の
姿
が
記
さ
れ
る
、平
家
譜
代
の
検
非
違
使
尉
で
あ
る
。
暦
応
三
（
一
三
四
〇
）

年
成
立
『
職
原
抄
』
下
巻
に
は
、
検
非
違
使
補
任
の
条
件
に
つ
い
て
、「
譜
代
・
器
量
・
才
幹
・
有
職
・
近
習
・
容
儀
・
富
有
ト
云
々
」）

11
（

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
能
〈
盛
久
〉
の
盛
久
像
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。「
平
家
譜
代
の
武
略
の
達
者
」（
譜
代
・
器

量
・
才
幹
）
で
あ
り
、「
富
貴
」（
富
有
）
を
謳
歌
し
た
平
氏
一
門
で
あ
り
、
重
盛
近
習
の
身
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
山
槐
記
』
第
三
・

承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
正
月
二
十
一
日
の
「
除
目
部
類
」
に
は
、「
右
兵
衛
尉
平
盛
久
、
東
寺
灌
頂
堂
修
理
功
」）

11
（

と
の
記
事
も
見
出
せ

る
。
こ
れ
は
、
盛
久
が
「
富
有
」
の
人
で
あ
っ
た
傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
盛
久
が
「
乱
舞
の
堪
能
聞
こ
し
め
し
及
ば
れ
た

り
」
と
い
わ
れ
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
盛
久
が
「
乱
舞
」
の
名
手
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
謡
曲
拾
葉
抄
』
に
、

主
馬
判
官
左
衛
門
盛
久
ハ
…
…
又
号
櫛
笥
盛
久
ト
モ
。
琵
琶
法
師
平
家
物
語
云
、
小
松
殿
熊
野
参
詣
に
、
櫛
笥
盛
久
御
供
し
て
今
様

な
ど
舞
か
な
で
、
興
を
催
し
け
る）

11
（

と
似
た
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、「
乱
舞
」
の
名
手
と
し
て
の
盛
久
像
は
、
後
白
河
院
時
代
の
検
非
違

使
の
あ
り
方
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
平
家
物
語
』
に
は
、
後
白
河
院
の
近
臣
で
検
非
違
使
左
衛
門
尉
の
平
知
康
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が
鼓
の
名
手
で
「
鼓
判
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
や
、『
平
治
物
語
』
に
は
、
や
は
り
後
白
河
院
の
近
習
で
検
非
違
使
左
衛
門
大
尉
の

平
康
頼
が
大
変
な
美
声
の
持
ち
主
で
、
今
様
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
代
の
検
非
違
使
は
、
概
し
て
芸
能
に

秀
で
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
能
〈
盛
久
〉
の
盛
久
像
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
か
に
も
検
非
違
使
ら
し
い
検
非
違
使
と
し
て
知
ら
れ
る
盛
久
が
、
立
場
が
一
転
し
て
「
囚
人
」
と
な
り
、
助
命
さ
れ

た
い
ま
、
頼
朝
の
御
前
で
今
様
「
一
天
四
海
の
内
の
み
か
、
人
の
国
ま
で
日
の
本
に
、
唐
土
が
原
も
こ
の
所
」、「
曇
ら
ぬ
日
影
の
ど
か
に

て
、
君
を
祝
ふ
千
秋
の
、
鶴
が
岡
の
松
の
葉
の
、
散
り
失
せ
ず
し
て
、
ま
さ
き
の
か
づ
ら
」
と
助
命
の
喜
び
に
重
ね
て
頼
朝
の
代
の
讃
美

を
言
祝
い
で
い
る
。
己
の
「
命
」
を
握
る
頼
朝
の
御
前
で
、
盛
久
は
「
平
家
譜
代
の
侍
」
の
自
尊
心
も
消
失
さ
せ
、
舞
わ
ざ
る
を
え
な
い

状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
自
筆
本
で
は
「
い
か
に
盛
久
暫
し
と
て
、
御
簾
を
上
げ
て
召
さ
る
れ
ば
、
せ
ん
か
た
も
な
き
盛
久
が
」
と
あ
る

が
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、「
し
ば
し
と
召
さ
れ
祝
言
の
御
盃
の
出
で
け
れ
ば
〔
盛
久
〕
時
の
面
目
余
り
に
て　

せ
ん
か
た
も
な
く
盛
久
が
」

と
あ
っ
た
。〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、
頼
朝
の
絶
大
な
権
勢
を
前
に
、
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
盛
久
の
無
力
さ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
よ
う
。

ま
た
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、〔
一
セ
イ
〕「
花
を
受
け
た
る
袂
か
な
」
の
前
に
、「
あ
り
が
た
し

く
」
と
頼
朝
に
対
す
る
お
礼
の
言
葉
が

挿
入
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
自
筆
本
に
お
け
る
今
様
「
一
天
四
海
の
内
の
み
か
、
人
の
国
ま
で
日
の
本
に
、
唐
土
が
原
も
こ
の
所
」
は
、

も
と
も
と
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
、『
中
古
雑
唱
集
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、〈
原
・
盛
久
〉
で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
人

の
国
ま
で
名
を
聞
け
ば　

み
な
日
の
本
の
鎌
倉
山
」
と
改
変
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。〈
原
・
盛
久
〉
に
お
い
て
、
鎌
倉
殿
（
頼
朝
）

の
前
で
「
海
彼
ま
で
み
な
日
本
の
鎌
倉
山
」
と
称
賛
す
る
盛
久
の
姿
は
、
改
訂
後
の
本
文
に
比
べ
、「
鎌
倉
殿
」
頼
朝
の
御
前
で
わ
か
り

や
す
く
媚
び
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。

　
〈
原
・
盛
久
〉
で
は
、
盛
久
の
頼
朝
に
対
す
る
感
謝
や
怯
え
か
ら
く
る
阿
り
の
態
度
が
、
改
訂
後
よ
り
も
強
く
表
れ
て
い
た
と
言
え
る
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の
で
は
な
い
か
。
盛
久
が
生
身
の
人
間
と
し
て
「
命
」
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
や
、
救
わ
れ
た
こ
と
へ
の
安
堵

を
よ
り
生
々
し
く
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
く
の
が
〈
原
・
盛
久
〉
の
立
場
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

五　

お
わ
り
に

　

能
〈
盛
久
〉
は
、
平
盛
久
が
清
水
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
劇
的
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
、
観
音
霊
験
譚
を
踏
ま
え
て
成
り
立
つ
作
品
で

あ
る
。
唐
突
に
「
い
か
に
土
屋
殿
に
申
す
べ
き
こ
と
の
候
」
で
は
じ
ま
る
自
筆
本
〈
盛
久
〉
は
、
当
時
の
能
の
享
受
者
た
ち
に
と
っ
て
、

盛
久
説
話
が
い
か
に
親
し
ま
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
能
〈
盛
久
〉
は
、
そ
の
霊
験
譚
を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
単

な
る
奇
跡
劇
を
見
せ
る
の
で
は
な
い
。
死
刑
に
臨
む
者
が
お
の
れ
の
「
命
」
を
奪
わ
れ
る
不
安
に
慄
き
、「
命
」
に
し
が
み
つ
き
、「
命
」

を
取
り
戻
し
た
安
堵
感
を
得
る
ま
で
、
そ
の
一
瞬
一
瞬
の
生
々
し
い
心
境
を
切
り
取
り
、
暴
い
て
み
せ
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く
新
し
い
ド

ラ
マ
を
展
開
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
（
注
）

（
１
）『
五
音
』
に
「
盛
久　

元
雅
曲　
【
ナ
ム
ヤ
大
慈
大
悲
ノ
】」
と
あ
り
、
作
曲
者
が
元
雅
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
作
詞
者
も

元
雅
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
本
論
文
に
お
け
る
世
阿
弥
伝
書
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
日
本
古
典
思

想
大
系
）
に
よ
る
。

（
２
）
落
合
博
志
「
所
見
曲
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
」『
能
と
狂
言
』
創
刊
号
（
二
〇
〇
三
年
四
月
）

（
３
）『
平
家
物
語
』
諸
本
の
う
ち
、
平
盛
久
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
、
長
門
本
の
み
で
あ
る
。

（
４
）
竹
本
幹
夫
「
盛
久
の
周
辺
」（『
銕
仙
』
二
三
七
・
二
三
八
号
、
一
九
七
五
年
十
一
・
十
二
月
）
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（
５
）
伊
藤
正
義
校
注
：
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
下
〈
盛
久
〉
解
題
（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
）

（
６
）
田
口
和
夫
「
盛
久
説
話
の
系
譜
―
―
能
〈
盛
久
〉
の
視
点
か
ら
―
―
」『
長
門
本
平
家
物
語
の
総
合
研
究
』
第
三
巻
論
究
篇
（
勉
誠

出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
７
）
外
村
南
都
子
「
研
究
十
二
月
往
来
『
海
道
』『
東
国
下
』『
盛
久
』」（『
銕
仙
』
三
六
〇
号
、
一
九
八
八
年
六
月
）

（
８
）
三
宅
晶
子
「
元
雅
の
作
詞
法
―
―
「
隅
田
川
」
と
「
盛
久
」
に
見
ら
れ
る
心
情
表
現
―
―
」『
国
語
国
文
』（
一
九
八
〇
年
四
月
）

（
９
）
野
々
村
戒
三
編
、
大
谷
篤
蔵
補
訂
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集　

索
引
篇
』（
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
10
）
松
岡
心
平
「
共
同
幻
想
を
否
定
す
る
元
雅
」
週
刊
朝
日
百
科
『
世
界
の
文
学
』
二
八
（
二
〇
〇
〇
年
一
月
）

（
11
）
松
岡
心
平
「
重
衡
ま
た
は
心
の
修
羅
劇
」『
橋
の
会
第
十
二
回
後
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』（
一
九
八
八
年
十
二
月
六
日
・
十
二
日
）

（
12
）
長
門
本『
平
家
物
語
』の
本
文
は
、麻
原
美
子
氏
ほ
か『
平
家
物
語 

長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文
』（
勉
誠
出
版
、二
〇
一
一
年
）に
よ
る
。

（
13
）『
平
家
物
語
』
延
慶
本
の
本
文
は
、
北
原
保
雄
ほ
か
『
延
慶
本
平
家
物
語 

本
文
篇
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（
14
）「
清
水
寺
縁
起
」
の
本
文
は
、
続
々
日
本
絵
巻
大
成
『
清
水
寺
縁
起
・
真
如
堂
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
15
）〈
笠
卒
塔
婆
（
重
衡
）〉
の
本
文
は
、横
道
萬
里
雄
、表
章
校
注
・
訳
：
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
下
（
岩
波
書
店
、一
九
六
三
年
）

に
よ
る
。

（
16
）〈
卒
塔
婆
小
町
〉
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
に
よ
る
。

（
17
）〈
通
盛
〉
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
に
よ
る
。

（
18
）
注
８

（
19
）
世
阿
弥
自
筆
能
本
〈
盛
久
〉
に
は
、
夥
し
い
修
正
・
補
筆
の
跡
が
見
え
る
。
改
訂
前
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
著
・
表
章
監
修
・

月
曜
会
編
「
モ
リ
ヒ
サ
」『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
』
影
印
篇
・
校
訂
篇
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
し
た
。
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（
20
）
平
林
章
仁
氏
『
橋
と
遊
び
の
文
化
史
』（
白
水
社
、
一
九
九
五
年
）、
ま
た
原
岡
文
子
氏
「
境
界
の
女
君
―
―
浮
舟
―
―
」『
源
氏
物

語
の
人
物
と
表
現　

そ
の
両
義
的
展
開
』（
翰
林
書
房
、 

二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
八
年
五
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
21
）『
新
古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
、
峯
村
文
人
校
注
・
訳
：
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）

に
よ
る
。

（
22
）
松
岡
心
平
「
そ
の
後
の
逢
坂
物
狂
」『
橋
の
会
第
五
〇
回
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』（
一
九
九
六
年
十
二
月
）

（
23
）
松
岡
心
平「
逢
坂
物
狂
―
―
苦
労
人
の
神
は
や
さ
し
か
っ
た
」『
橋
の
会
第
四
九
回
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』（
一
九
九
六
年
六
月
・
七
月
）

（
24
）
落
合
博
志
「
世
阿
弥
の
本
文
改
訂
―
―
世
阿
弥
筆
能
本
の
改
訂
箇
所
を
読
む
―
―
」『
文
学
』（
十
一
‐
五
、二
〇
一
〇
年
九
月
・
十

月
号
）

（
25
）『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
は
、
岩
波
文
庫
に
よ
る
。

（
26
）『
職
原
抄
』
の
本
文
は
、
群
書
類
従
に
よ
る
。

（
27
）『
山
槐
記
』
の
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
28
）『
謡
曲
拾
葉
抄
』の
本
文
は
、室
松
岩
雄
編
：
国
文
註
釈
全
書
第
六
冊『
謡
曲
拾
葉
抄
』（
國
學
院
大
學
出
版
部
、一
九
〇
九
年
）に
よ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
観
世
元
雅　

能　

盛
久　

霊
験
譚


