
見
物
左
衛
門
と
そ
の
子
孫
た
ち

狂
言
か
ら
黄
表
紙
・
歌
舞
伎
へ

浜

田

泰

彦

は
じ
め
に

二
、
狂
言
「
見
物
左
衛
門
」
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

三
、
黄
表
紙
作
品
に
継
承
さ
れ
る
見
物
左
衛
門

四
、
歌
舞
伎
『
洛
陽
見
物
左
衛
門

み
や
こ
け
ん
ぶ
つ
ざ
へ
も
ん

』
｜
原
型
離
れ
｜

お
わ
り
に

近
世
の
旅
文
芸
で
は
、
富
山
道
冶
『
竹
斎
』
に
由
来
す
る
二

人
行
脚
の
系
譜
が
主
流
で
あ
る
。
一
方
で
、
狂
言
作
品
「
見
物

左
衛
門
」
の
主
人
公
見
物
左
衛
門
に
由
来
す
る
一
人
行
脚
も
江

戸
時
代
を
通
し
て
、
命
脈
が
保
た
れ
て
い
た
。「
見
物
左
衛
門
」

系
統
の
諸
作
品
は
田
舎
住
ま
い
の
僧
侶
が
京
に
憧
れ
、
京
を
見

物
す
る
の
だ
が
、
慣
れ
な
い
土
地
を
訪
れ
た
た
め
に
様
々
な
失

態
を
繰
り
返
す
ス
ト
ー
リ
ー
が
付
随
す
る
。

見
物
左
衛
門
は
黄
表
紙
作
品
に
進
出
し
た
。
松
壹
舎
作
『
東み

都
見
物
左
衛
門

や
こ
け
ん
ぶ
つ
ざ
ゑ
も
ん

』（
安
永
八
・
一
七
七
九
年
刊
）
で
は
息
子
の

見
物
太
郎
が
江
戸
の
遊
里
を
く
ま
な
く
周
遊
す
る
趣
向
が
と
ら

れ
て
お
り
、
陀
々
羅
大
尽
作
・
歌
川
豊
国
画
カ
『

夫
京
都

そ
れ
み
や
こ

╱

是
東
都

これもみやこ

見
物
左
衛
門
』（
寛
政
一
二
・
一
八
〇
〇
年
刊
）
で

は
、
見
物
左
衛
門
一
行
が
、
慣
れ
な
い
江
戸
で
様
々
な
失
態
を

繰
り
返
す
。
ま
た
、
並
木
五
瓶
作
の
歌
舞
伎
『
洛
陽
見
物
左
衛

み
や
こ
け
ん
ぶ
つ
ざ
ゑ

門もん
』（
天
明
四
・
一
七
八
四
年
上
演
）
で
、
国
家
転
覆
を
た
く

ら
む
荒
木
左
衛
門
が
潜
伏
時
の
替
え
名
と
し
て
見
物
左
衛
門
を

名
乗
る
の
は
か
な
り
異
例
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

僧
侶
の
諸
国

藪
行
脚
を
描
い
た
説
話
作
品
は
、『

集
抄
』
の

西
行
が
典
型
と
な
ろ
う
。
今
日
該
書
が
西
行
仮
託
作
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
を
挟
む
余
地
は
な
い
も
の
の
、
一
方
で
江
戸
時
代
に
版
本
を
手

に
と
っ
た
読
者
は
西
行
の
旅
を
刻
ん
だ
書
物
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
洛
下
旅
館
の
序
文
の
あ
る
『
宗
祇
諸
国
物
語
』

（
貞
享
二
・
一
六
八
五
年
正
月
刊
）
に
は
、
常
陸
国
の
は
ず
れ
の
断

崖
絶
壁
に
ひ
っ
そ
り
た
た
ず
む
無
名
の
僧
の
粗
末
な
庵
に
行
き
あ
た

っ
た
宗
祇
が
、「
か
く
立
は
な
れ
た
る
方
に
も
住
は
す
む
人
の
有
か

な
。
誠
や
西
行
法
師
の
諸
国
修すき
行やう
し
て
。
ま
ゝ
か
ゝ
る
事
を
見
し
よ

り
。
た
ゞ
に
や
み
な
ん
は
。
ほ
ひ
な
し
と
集
て

集
抄
と
な
し
け
ん

も
宣むべ
な
る
か
な
」（
傍
線
、
浜
田
。
以
下
同
様１

）
）
と
思
念
す
る
場
面

が
あ
る
（「
隠
逸
扉
」
巻
二
ノ
四
）。
無
名
の
高
僧
と
の
出
会
い
を
果

た
す
西
行
に
自
ら
を
重
ね
る
右
引
用
部
な
ど
、
紛
れ
も
な
く
『

集

抄
』
が
西
行
の
行
脚
の
記
録
と
享
受
さ
れ
て
い
た
証
左
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『

集
抄
』
版
本
の
挿
絵
に
は
西
行
と
も
う
一
人
の

僧
が
同
行
す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
僧
に
は
名
も
与
え
ら
れ
ず
、

本
文
中
で
の
活
動
描
写
も
な
い
。
恐
ら
く
、
西
行
の
身
の
周
り
の
世

話
の
た
め
に
同
行
し
た
従
者
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
主
従
二
名

の
修
行
行
脚
こ
そ
が
後
の
「
行
脚
も
の
」
の
文
芸
作
品
の
方
向
性
を

定
め
た
。

富
山
道
冶
『
竹
斎
』（
元
和
七
・
一
六
二
一
〜
同
九
・
一
六
二
三

年
頃
刊
）
の
主
人
公
で
藪
医
者
の
竹
斎
の
旅
に
は
、
に
ら
み
の
助
と

い
う
同
行
者
が
い
る
。
に
ら
み
の
助
は
、
山
城
を
離
れ
る
意
志
を
示

し
た
竹
斎
に
対
し
、「
い
づ
く
ま
で
も
御
供
つ
か
ま
つ
ら
ん
」
と
申

し
出
る
「
郎
等２

）
」
で
あ
っ
た
。
和
歌
を
詠
み
つ
つ
高
僧
と
の
対
面
を

果
た
す
西
行
の
旅
に
対
し
、
狂
歌
を
詠
み
つ
つ
江
戸
下
り
を
志
す
竹

斎
の
旅
は
、『

集
抄
』
の
「
も
じ
り
」
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
、

模
倣
作
あ
る
い
は
追
随
作
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う３

）
。

竹
斎
と
一
休
の
二
人
行
脚
を
描
い
た
野
元
道
元
カ
『
杉
楊
枝
』

（
延
宝
八
・
一
六
八
〇
年
正
月
刊
）、
筍
斎
と
友
の
男
の
二
人
行
脚

で
あ
る
西
村
未
達
カ
『
新
竹
斎
』（
貞
享
四
・
一
六
八
七
年
春
刊
）、

そ
の
筍
斎
が
一
休
と
二
人
行
脚
に
赴
い
た
『
二
休
咄
』（
貞
享
五
・

一
六
八
八
年
刊
）
等
は
言
う
に
及
ば
ず
、
主
人
公
楽
阿
弥
と
偶
然
出

会
っ
た
大
坂
の
手
代
が
江
戸
か
ら
京
に
上
る
浅
井
了
意
『
東
海
道
名

所
記
』（
万
治
三
・
一
六
六
〇
〜
同
四
・
一
六
六
一
年
頃
刊
）
も

『
竹
斎
』
追
随
作
品
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
、
一
人
行
脚
の
作
品
も
陸
続
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、『
巡
礼
物
語
』（
寛
永
・
一
六
二
四
〜
四
三
年
間
頃
刊
）
は
、

名
所
記
の
趣
き
も
あ
る
主
人
公
玄
斎
の
一
人
旅
が
描
か
れ
て
お
り
、

浅
井
了
意
『
出
来
斎
京
土
産
』（
延
宝
五
・
一
六
七
七
年
正
月
刊
）

や
前
掲
『
宗
祇
諸
国
物
語
』
も
前
者
は
名
所
記
風
、
後
者
は
諸
国
行
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脚
の
一
人
旅
を
描
く
。
浮
世
草
子
で
は
井
原
西
鶴
『
懐
硯
』（
貞
享

四
・
一
六
八
七
年
三
月
刊
）
の
伴
山
の
一
人
旅
も
こ
こ
に
銘
記
し
て

お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

右
の
通
り
、
一
人
行
脚
（
旅
）
に
設
定
し
た
諸
作
品
に
は
『
竹

斎
』
の
よ
う
な
追
随
・
模
倣
作
を
生
み
出
す
人
物
も
作
品
に
も
恵
ま

れ
な
か
っ
た
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
狂
言
作
品
に
初
登
場
を

見
た
「
見
物
左
衛
門
」
と
そ
の
系
列
作
品
が
あ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り

従
来
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
見

物
左
衛
門
」
と
そ
の
派
生
作
品
へ
の
展
開
を
描
出
し
よ
う
と
試
み
る

も
の
で
あ
る
。

二
、
狂
言
「
見
物
左
衛
門
」
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

田
舎
住
ま
い
の
僧
・
見
物
左
衛
門
が
京
の
都
を
見
物
し
、
そ
の
道

中
が
道
行
文
同
然
に
語
ら
れ
る
の
が
狂
言
「
見
物
左
衛
門
」
の
大
枠

の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
そ
の
筋
立
て
は
「
深
草
祭
」
と
「
花
見
」

に
大
別
さ
れ
る
。「
雑
狂
言
」
な
い
し
「
集
狂
言
」
に
分
類
さ
れ
る
の

が
通
例
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
は
シ
テ
の
見
物
左
衛
門
一
人
で
あ
る

た
め
、「
独
狂
言
」
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る４

）
演
目
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
年
以
来
版
を
重
ね
た
『
続

狂
言
記
』
所
収
の
本
文
は
「
深
草
祭
」
見
物
を
志
す
「
見
物
左
衛

門
」
の
本
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
、
以
下
の
よ
う
に
登
場
す

る
。

罷
出
た
る
者
は
。
此
当
り
に
住
居
致
す
。
見
物
左
衛
門
と
申
者

で
ご
ざ
る
。
今
日
は
加
茂
の
け
い
ば
。
深
草
祭
で
ご
ざ
る
。
毎まい

年ねん
見
物
に
参
る
。
今
日
も
参
ら
ふ
と
存
す
る
。
又
某
一
人
で
も

ご
ざ
ら
ぬ
。
爰
に
ぐ
つ
ろ
左
衛
門
殿
と
申
て
。
毎
年
同
道
致
す

人
が
有
。
今
日
も
さ
そ
ふ
て
参
ら
ふ
と
存
ず
る
道
行

う
ち
に
ゐ

ら
れ
た
ら
よ
ふ
ご
ざ
ら
ふ
が
。
と
れ
へ
も
出
ぬ
人
じ
や
。
定
而

う
ち
に
ゐ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
ふ
。
や
あ
是
じ
や
。
物
も
ふ
。
ぐ
つ

ろ
左
殿
。
う
ち
に
ご
ざ
る
か
。
何
と
は
や
見
物
に
ご
さ
つ
た
。

や
れ
〳
〵
。
ぐ
つ
ろ
左
殿
と
。
同
道
せ
ね
ば
。
み
ど
も
の
な
ぐ

さ
み
が
な
い５

）
。

「
罷
出
た
る
者
は
〜
」
の
冒
頭
箇
所
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
見
物
左
衛
門
」
は
「
諸
国
一
見
の
僧
」
の
系
譜
に
連
な
る
演
目
で

あ
る
。
見
物
左
衛
門
は
、
ぐ
つ
ろ
左
衛
門
と
同
道
で
深
草
祭
に
志
す

が
、
あ
い
に
く
先
に
見
物
に
出
か
け
て
お
り
、
不
案
内
な
様
子
を
見

せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
見
物
左
衛
門
は
望
ん
で
一
人
旅
に
出
か
け
た

の
で
は
な
く
、
や
む
な
く
一
人
で
出
か
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
わ

け
だ
。
頼
り
と
す
る
ぐ
つ
ろ
左
衛
門
と
同
伴
で
き
な
か
っ
た
見
物
左

衛
門
は
、
競
馬
会

くらべうまゑ
神
事
に
無
事
到
着
し
た
も
の
の
、
落
馬
を
目
撃
し

つ
い
笑
い
だ
し
て
し
ま
う
。
周
囲
の
不
興
を
買
っ
た
見
物
左
衛
門
は
、

「
何
じ
や
。
そ
な
た
は
。
み
ど
も
が
わ
ら
ひ
が
く
に
な
る
か
。
何
と

お
し
や
る
。
ぶ
た
れ
ふ
と
お
い
や
る
か
。
そ
な
た
に
き
ず
は
つ
け
ま

い
。
身
ど
も
は
町まち
で
か
く
れ
も
な
い
。
大
い
た
づ
ら
者
じ
や６

）
」
と
あ
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ろ
う
こ
と
か
威
勢
を
周
囲
に
示
し
、
対
峙
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

失
態
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
子
ど
も
相
撲
の
人
だ
か
り
に
巻
き

込
ま
れ
た
彼
は
、
草
履
の
跡
を
踏
ま
れ
背
中
に
据
え
た
灸
の
跡
を
擦

り
む
か
れ
な
が
ら
も
土
俵
に
上
が
り
、
自
分
は
四
十
八
手
ど
こ
ろ
か

八
十
八
手
も
百
手
も
心
得
て
い
る
と
、
先
の
場
面
と
同
じ
く
威
勢
を

示
し
、
つ
い
に
取
り
組
み
に
挑
む
。

あ
い
た
〳
〵
。
こ
れ
は
か
ん
に
ん
が
な
ら
ぬ
。
や
い
そ
こ
な
。

か
き
の
か
た
び
ら
。
か
き
の
は
ち
ま
き
。
を
の
れ
見
し
つ
た
ぞ
。

や
れ
子
共
も
か
ゝ
つ
て
く
れ
。
ゑ
い
。
と
う
〳
〵
〳
〵
。
な
む

す
ま
ふ
御
た
い
さ
ん
。
ま
た
明
年
参
ら
ふ

と
こ
ろ
が

案
の
定
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

、
打
ち
負
か
さ

れ
た
見
物
左
衛
門
は
「
か
き
の
か
た
び
ら
。
か
き
の
は
ち
ま
き
」
に

加
勢
を
頼
む
始
末
。「
南
無
三
宝
」
な
ら
ぬ
「
南
無
す
ま
ふ
」
と
捨

て
台
詞
を
吐
き
、
次
年
の
参
詣
を
誓
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
田
舎
の
僧
侶
が
慣
れ
な
い
都
市
を
見
物
し
、
失
態
を

重
ね
る
物
語
の
大
枠
は
維
持
さ
れ
つ
つ
も
、
見
物
左
衛
門
の
関
心
は

花
鳥
風
月
や
神
事
か
ら
通
俗
的
な
も
の
に
移
っ
て
ゆ
く
。

安
政
三
（
一
八
五
七
）
年
孟
春
の
刊
記７

）
を
有
す
る
「
都
太
夫
一
中

直
傳
」
の
『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』
に
収
め
ら
れ
た
「
見
物
左
衛
門
」

に
お
い
て
、
彼
が
興
味
を
示
す
の
は
、
京
の
遊
女
で
あ
り
芝
居
で
あ

る
。
冒
頭
は
以
下
の
通
り
。

五
色
の
外
に
い
ろ
と
い
ふ
〳
〵
物
は
手
染
の
情
な
り
。
ケ
様
に

候
者
は
洛
中
第
一
の
果
報
者
。
東
西
南
北
の
わ
け
里
を
毎
日
見

物
左
衛
門
と
は
我
等
で
ゑ
す
。
親
な
し
。
子
な
し
。
商
賣
な
し
。

世
話
な
し
。
苦
な
し
。
た
わ
い
な
し
。
世
界
は
ひ
ろ
し
。
わ
が

庵
は
み
や
こ
の
辰
巳
耳
塚
の
京
へ
は
遠
き
つ
ん
ぼ
谷
。
き
か
ぬ

が
ほ
と
け
大
佛
殿８

）
。

五
代
目
都
太
夫
が
「
直
傳
」
を
受
け
た
と
い
う
一
中
節
の
「
見
物

左
衛
門
」
は
、
先
の
狂
言
よ
り
も
出
自
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
身
寄
り
が
な
く
生
業
も
な
い
気
楽
な
立
場
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
つ
ん
ぼ
谷
」
に
庵
を
構
え
て
い
る
こ

と
等
、
よ
り
詳
細
な
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ

う
な
語
り
が
展
開
さ
れ
る
。

（
…
）
ま
こ
と
に
佛
を
お
が
ん
で
か
ら
お
も
え
ぬ
欲
が
お
こ
り

ま
し
た
。
ヤ
ア

あ
れ
へ
見
ゆ
る
は
恋
の
わ
け
し
り
好
色
女
。
い

た
づ
ら
さ
う
な
し
こ
な
し
。
幸
所
の
名
物
を
も
た
づ
ね
ど
ふ
ぞ

道
連
に
な
り
た
ふ
存
る
。
な
に
〳
〵
そ
さ
ま
は
と
こ
ろ
の
人
か
。

ち
と
た
づ
ね
申
た
き
こ
と
の
候９

）
。

ワ
キ
が
こ
れ
に
応
じ
る
と
、
見
物
左
衛
門
は
再
度
語
り
始
め
る
。

イ
ヤ

く
る
し
か
ら
ず
。
我
レ

事
は
都
見
物
左
衛
門
と
申
者
。
承

れ
ば
此
所
に
女
太
夫
和
歌
の
舞
芝
居
興
行
め
さ
る
ゝ
よ
し
。
ち

と
の
そ
い
て
も
大
事
な
く
は
名
さ
へ
見
物
左
衛
門
じ
や
。
桟
鋪

下
で
も
舞
薹
で
も
仕
然

（ママ）
の
穴
か
ら
で
も
そ
こ
が
好
物
の
ぞ
き
た

い
。
ど
ふ
ぞ
ち
ら
と
な
る
ま
い
か10

）
。
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狂
言
「
見
物
左
衛
門
」
と
は
異
な
り
、
一
中
節
の
彼
は
ワ
キ
で
あ

る
「
好
色
女
」
に
清
水
寺
や
色
里
の
案
内
を
受
け
る
。「
唐
も
日
本

も
世
さ
か
り
も
恋
の
市
日
と
に
き
わ
ゑ
り
。
わ
し
が
お
ぼ
へ
し
品
々

を
あ
ら
ま
し
か
た
り
申
べ
し
」
と
語
り
始
め
る
と
、
以
降
、
見
物
左

衛
門
は
時
折
相
の
手
を
入
れ
る
の
み
で
発
話
は
な
い
。
一
中
節
「
見

物
左
衛
門
」
は
、
後
半
は
「
好
色
女
」
の
案
内
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、

最
後
は
「
國
民
繁
昌
千
穐

萬
々
歳
と
ぞ
祝
け
る
」
と
祝
言
の
定
型

句
で
幕
を
閉
じ
る
。
狂
言
で
失
態
を
繰
り
返
す
見
物
左
衛
門
の
姿
は

そ
こ
に
は
な
い
。
と
は
い
え
、

年
若
や
か
な
る
御
萬
歳
と
御
代
も
さ
か
へ
ま
し
ま
す
。

中
略

女
郎
は
ぼ
ん
じ
や
り
と
中
ご
ろ
は
は
り
つ
よ
く
い
ま
の
女
郎
と

申
る
は
よ
ろ
つ
よ
し
の
の
花
も
み
ち
松
梅
か
こ
ひ
つ
ぼ
ね
ま
で

い
ろ
品
す
が
た
の
は
て
く
ら
べ
。
か
は
ら
ぬ
中
の
友
白
髪11

）
。

な
ど
と
遊
女
評
判
記
さ
な
が
ら
の
文
句
か
ら
祝
言
を
始
め
て
い
る
点

は
、
こ
れ
ま
で
の
「
見
物
左
衛
門
」
と
性
格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
見
物
対
象
の
通
俗
化
は
、
失
態
を
繰
り
返
す

見
物
左
衛
門
の
人
格
に
元
々
宿
っ
て
い
た
こ
と
も
付
言
す
べ
き
だ
ろ

う
。
は
た
し
て
、
見
物
左
衛
門
の
子
孫
た
ち
か
ら
は
江
戸
の
遊
里
を

見
尽
す
者
が
出
現
し
て
い
る
。
次
節
の
黄
表
紙
作
品
が
そ
れ
に
あ
た

る
。

三
、
黄
表
紙
作
品
に
継
承
さ
れ
る
見
物
左
衛
門

『
東
都
見
物
左
衛
門

み
や
こ
け
ん
ぶ
つ
ざ
ゑ
も
ん

』（
安
永
八
・
一
七
七
九
年
刊
）
は
、
上
下

二
巻
二
冊
全
十
丁
で
構
成
さ
れ
る
黄
表
紙
作
品
で
あ
る
。
作
者
は
、

松
壹
舎
。
江
戸
馬
喰
町
に
草
双
紙
問
屋
永
寿
堂
を
構
え
た
西
村
与
八

の
号
と
さ
れ
る12

）
。
十
ウ
に
富
士
山
が
描
き
こ
ま
れ
た
屛
風
絵
中
に
画

師
北
川
豊
章
の
名
が
見
え
る
。

便
宜
的
に
、
棚
橋
正
博
氏
『
黄
表
紙
總

前
篇
』
よ
り

概
を

引
く
。「
都
見
物
左
衛
門
の
一
子
見
物
太
郎
が
江
戸
吉
原
、
深
川
・

品
川
の
遊
里
を
尋
ね
、
地
獄
・
極
楽
の
私

街
を
巡
る
と
こ
ろ
で
昼

寝
か
ら
醒
め
る
と
す
る
」。
見
物
太
郎
は
、
菊
岡

涼
『
江
戸
砂
子
』

を
読
み
な
が
ら
昼
寝
に
落
ち
た
と
い
う
の
が
本
書
の
オ
チ
で
あ
る
。

見
物
太
郎
が
江
戸
の
地
誌
か
ら
得
た
か
っ
た
の
は
、
名
所
旧
跡
の
類

の
情
報
で
は
な
く
遊
里
で
あ
っ
た
た
め
に
中
途
で
眠
り
に
落
ち
た
と

で
も
解
せ
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
四
年
前
に
刊
行
さ
れ
「
黄
表

紙
」
の
初
発
と
な
っ
た
恋
川
春
町
作
画
『
金
々
先
生
栄
華
夢
』（
安

永
四
・
一
七
七
五
年
刊
）
が
採
っ
た
夢
の
趣
向
の
枠
組
み
を
継
承
し

た
作
品
で
あ
る13

）
。

本
作
品
の
主
人
公
は
見
物
左
衛
門
の
一
子
見
物
太
郎
で
、
見
物
の

対
象
は
京
か
ら
江
戸
に
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
黄
表
紙
の
舞
台
が
江

戸
に
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。
加
え
て
、

神
事
や
花
鳥
風
月
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
遊
里
に
関
心
が
移
っ
て
い
る
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の
は
前
節
で
紹
介
し
た
一
中
節
と
趣
向
を
同
じ
く
す
る
。

本
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
翻
刻
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
以

下
適
宜
図
版
を
交
え
て
翻
刻
を
一
部
示
す
こ
と
と
す
る
。
冒
頭
、
見

物
太
郎
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
（【
図
版
①
】）。

か
や
う
に
候
者
は
、
み
や
こ
見
物
左
衛
門
が
一
子
見
物
太
郎
と

申
者
に
て
候
。
い
ま
た
東
都
み
や
こ

見
物
い
た
さ
ず
、
狐
に
こ
ん
と
な

き
つ
い
て
な
れ
は
、「
み
や
こ
一
け
ん
せ
ば
や
」
と
そ
ん
し
候

な
と
ゝ
は
、
お
ら
が
お
や
し
か
ま
い
ど
き
た
と
き
の
し
や
れ
さ
。

今
は
こ
れ
て
は
い
か
ん
。
ほ
そ
つ
く
り
の
長
わ
き
ざ
し
つ
か
ま

へ
、
き
ん
〳
〵
と
出
し
か
け
、
ち
り
仕
立
に
し
ま
の
お
び
に
て
、

つ
け
の
丸
角
ち
よ
つ
き
り
ち
よ
ん
と
ふ
ら
つ
か
せ
、
か
た
つ
ほ

ち
よ
ひ
と
つ
ま
み
そ
り
か
へ
つ
て
、
き
ん
〳
〵
あ
ゆ
み
に
あ
ゆ

み
か
け
、
ま
つ
み
や
こ
に
て
も
名
高
き
よ
し
わ
ら
へ
い
か
ん
と

土
手
へ
ゆ
け
は
、
と
も
た
ち
に
あ
ひ
て
、
こ
れ
よ
り
つ
れ
た
ち

ぬ14
）

。

見
物
太
郎
が
「
な
ん
と
先
生
お
か
わ
り
も
な
し
か
」
と
挨
拶
す
る

「
と
も
た
ち
」
は
、
こ
れ
以
降
の
遊
里
見
物
に
は
同
伴
し
て
い
な
い
。

狂
言
作
品
と
同
様
の
一
人
旅
の
ス
タ
ー
ト
が
上
の
図
版
で
あ
る
。
通

人
ら
し
く
本
多
髷
を
結
っ
た
見
物
太
郎
は
、
こ
の
後
吉
原
の
茶
屋
を

見
物
し
、
名
取
の
太
夫
「
す
か
浦
」
に
案
内
を
受
け
、
新
造
た
ち
と

会
話
を
楽
し
み
（
壱
ウ
〜
二
オ
）、
初
会
の
客
と
し
て
座
敷
に
上
が

る
（
二
ウ
〜
三
オ
）。「
モ
ウ
お
や
す
み
あ
そ
ば
せ
え
。
ち
や
や
も
た

い
こ
も
か
へ
り
け
り
」
と
長
居
を
け
む
ら
が
ら
れ
た
見
物
太
郎
は
、

あ
っ
さ
り
と
吉
原
を
去
り
（
三
ウ
）、
猪
牙
船
に
乗
り
岡
場
所
を
目

指
す
（
四
オ
、【
図
版
②
】）。
当
該
場
面
に
は
以
下
の
よ
う
な
語
り

が
入
る
。

そ
れ
よ
り
も
け
ん
ふ
つ
太
ら
う
は
、
ま
つ
よ
し
は
ら
の
女
ら
う

は
み
た
。
こ
れ
よ
り
お
か
は
し
よ
と
て
か
け
、
辰
巳
を
さ
し
て

舟
を
ま
は
さ
せ
け
れ
は
、
い
つ
し
か
ふ
か
川
に
ぞ
つ
き
に
け
る
。

こ
の
吉
原
か
ら
深
川
へ
の
移
動
は
、
お
定
ま
り
の
遊
里
見
物
の
経

路
で
あ
る
。
以
下
、
岡
場
所
見
物
は
、
深
川
（
四
ウ
〜
五
ウ
）
↓
高

輪
（
六
オ
〜
七
オ
）
↓
鳥
の
町
（
七
ウ
〜
八
オ
）
と
経
路
を
た
ど
る
。

【図版①】『東都見物左衛門』壱オ
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「
東
都
み
や
こ

も
た
い
か
い
一
け
ん
し
ま
し
た
」
と
見
物
太
郎
は
区
切
り
を

つ
け
よ
う
と
す
る
が
、
一
年
や
二
年
で
は
見
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
友
人
に
さ
ら
に
地
獄
・
極
楽
と
呼
ば
れ
る
低
級
な
私

を
見
物
す

る
よ
う
促
さ
れ
る
（
八
ウ
）。
助
言
に
従
い
、
地
獄
（
九
オ
）
【
図

版
③
】）
極
楽
（
九
ウ
〜
十
オ
）
を
相
次
い
で
見
物
し
、
こ
こ
ま
で

が
全
て
夢
で
あ
っ
た
と
判
明
し
、
目
覚
め
る
最
終
場
面
を
迎
え
る

（
十
ウ
）。
そ
の
地
獄
で
は
、

（
…
）
お
く
に
き
れ
い
な
ざ
し
き
が
あ
つ
て
、
そ
の
二
か
い
へ

つ
れ
て
あ
が
つ
た
と
こ
ろ
、
う
つ
く
し
い
女
が
あ
が
つ
て
、

「
よ
ふ
お
い
で
な
さ
つ
た
」
と
ゆ
ふ
か
と
思
へ
ば
、
ゆ
め
の
や

ふ
で
あ
つ
た
。
ま
こ
と
に
ぢ
ご
く
と
は
よ
く
い
ふ
た
。

と
い
っ
た
所
感
を
述
べ
る
。
右
の
一
節
も
ま
た
夢
の
中
の
出
来
事
な

わ
け
で
、「
ゆ
め
の
や
ふ
」
と
回
顧
す
る
の
は
滑
𥡴
で
し
か
な
い
。

か
よ
う
に
多
少
の
滑
𥡴
味
は
あ
る
も
の
の
、
本
作
品
は
遊
里
の
周
遊

に
重
点
が
置
い
て
あ
り
、
各
所
の
描
写
は
淡
白
で
あ
る
。
主
人
公
金

村
屋
金
兵
衛
が
も
て
は
や
さ
れ
た
い
が
た
め
に
吉
原
に
繰
り
出
し
、

も
と
よ
り
半
可
通
で
あ
る
た
め
ふ
ら
れ
続
け
て
最
後
は
品
川
に
流
れ

て
し
ま
う
『
金
々
先
生
栄
華
夢
』
の
劇
的
で
テ
ン
ポ
の
早
い
展
開
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
起
伏
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

前
掲
『
黄
表
紙
總

』
で
棚
橋
氏
が
「
内
容
画
風
と
も
に
稚
拙
さ
が

目
立
つ15

）
」
と
評
し
た
の
も
至
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
、

本
作
が
「
見
物
左
衛
門
」
の
後
継
作
と
し
て
企
図
さ
れ
た
点
は
看
過

【図版②】『東都見物左衛門』3ウ-４オ
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さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
評
価
を
貶
め
る
の
は
不
本
意
で
は

あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、
深
川
の
座
敷
が
「
こ
の
ち
の
あ
そ
ひ
な

れ
や
す
く
、
か
み
は
く
し
ま
き
う
し
ろ
お
び
き
つ
い
」
と
い
っ
た
衣

装
髪
型
や
、
唐
話
が
流
行
し
て
い
る16

）
（「
ほ
か
へ
つ
う
せ
ぬ
か
ら
こ

と
ば
」）（
四
ウ
）
と
い
っ
た
当
代
風
俗
が
観
察
の
対
象
に
な
っ
て
い

る
点
は
「
見
物
左
衛
門
」
の
性
格
を
継
承
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
鳥

の
町
で
は
連
れ
合
い
に
は
ぐ
れ
た
寂
し
さ
か
ら
茶
汲
女
に
抱
き
つ
い

て
顰
蹙
を
買
っ
て
お
り
（
七
ウ
〜
八
オ
）、
失
態
続
き
で
あ
っ
た
父

親
の
遺
伝
子
も
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
る
点
に
も
注
意
が
払
わ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。

陀
々
羅
大
尽
作
・
歌
川
豊
国
画
カ
『

夫
京
都

そ
れ
み
や
こ

╱
是
東
都

これもみやこ

見
物

左
衛
門
』（
寛
政
一
二
・
一
八
〇
〇
年
刊
。
以
下
、『
見
物
左
衛
門
』

と
略
す
）
は
、
見
物
左
衛
門
を
主
役
に
据
え
た
黄
表
紙
作
品
で
あ
る
。

『
東
都
見
物
左
衛
門
』
か
ら
の
影
響
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。
夢
の
中

で
江
戸
を
周
遊
す
る
趣
向
は
前
作
と
同
様
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ

う
に
本
話
で
の
体
験
が
夢
で
あ
る
と
す
る
展
開
は
黄
表
紙
の
定
番
で

あ
り
、
と
り
た
て
て
『
東
都
見
物
左
衛
門
』
か
ら
継
承
し
た
と
は
い

え
な
い
。

本
作
の
内
容
は
、「
片
田
舎
に
住
む
見
物
左
衛
門
は
大
黒
天
か
ら

夢
で
江
戸
見
物
を
さ
せ
て
貰
い
、
江
戸
の
諸
所
の
賑
わ
い
を
見
る
」

（
前
掲
『
黄
表
紙
總

』
）17

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
、

【図版③】『東都見物左衛門』8ウ-9オ
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当
作
品
も
見
物
左
衛
門
の
紹
介
か
ら
幕
を
開
け
る
（【
図
版
④
】）
が
、

以
下
に
引
く
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
見
物
左
衛
門
」

と
は
随
分
趣
き
が
異
な
る
。

頃
は
福ふく
徳とく
三
年
と
か
や
。
ず
つ
と
片
田
舎
に
、
見
物
左
衛
門

け
ん
ぶ
つ
さ
へ
も
ん

と

い
へ
る
百
姓
あ
り
。
親
だ
い
〳
〵
大
金
も
ち
に
て
、
な
に
不
足

な
き
暮
し
な
り
し
が
、
年
久
し
く
江
戸
見
物
を
心
掛
け
け
れ
ど

も
、
わ
れ
一
人
見
物
に
出
で
楽
し
む
こ
と
を
嫌
い
、
家
内

し
も
〴
〵

下
々

の
者
ま
で
も
連
行
き
、
見
物
さ
せ
た
く
思
ひ
け
る
に
、
と
ん
と

農
業
の
暇いとまな
く
、
又
く
る
春
も
、
来
年
は
往ゆ
か
ん
と
延
ば
し
お

き
け
る
が
、
今
年
は
是
非
、
江
戸
見
物
に
出
ん
と
、
親
類
、
別

家
の
人
々
へ
も
、
相
談
し
け
る
。
然
か
る
と
こ
ろ
、
先
づ
正
月

の
こ
と
な
れ
バ
、
家
内
う
ち
よ
り
、
江
戸
名
所
双
六
を
取
出
し

遊
び
け
る
。
折
ふ
し
不
思
議
に
も
、
皆
々
、
睡
気
ね
む
け

さ
し
け
れ
バ
、

こ
の
家や
を
守
ら
せ
給
ふ
大
黒
天
現
れ
玉
ひ
（ママ）

、
仰
せ
け
る
は
、

「
賢
者
ハ
未
だ
必
ず
富
ず
、
富とむ
者もの
ハ
未
だ
必
ず
賢
な
ら
ず
、
と

古
語
に
あ
り
て
、
不
仁
に
し
て
富
め
る
者
を
戒
め
た
れ
ど
、
そ

の
方
ハ
、
よ
く
家
内
下
々
の
者
ま
で
に
慈
悲
深
く
、
世
間
に
貧

し
き
者
あ
れ
バ
施
し
、
真
実
な
る
そ
の
方
ゆ
へ
、
か
ね
て
願
ふ

と
こ
ろ
の
江
戸
見
物
を
、
家
内
残
ら
ず
、
居
な
が
ら
さ
せ
て
や

ら
ん
と
思
ふ
。
そ
の
上
、
よ
き
案
内
者
に
つ
け
て
遣つかわす
故
同
道

し
て
、
見
物
す
べ
し
」
と
、
告
げ
給
ふ
ぞ
有
難
き18

）
。

こ
れ
ま
で
の
見
物
左
衛
門
が
専
ら
孤
立
無
援
な
存
在
だ
っ
た
の
に

【図版④】『 夫京都╱是東都>見物左衛門』1ウ-2オ

（東京都立中央図書館加賀文庫蔵本。請求番号81-22。以下、同様）
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対
し
、『
見
物
左
衛
門
』
で
は
富
裕
な
家
に
生
ま
れ
、
親
類
以
下

下
々
の
者
ま
で
慈
悲
を
か
け
る
感
心
な
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
田
舎

住
ま
い
が
大
都
市
江
戸
に
憧
れ
見
物
を
し
た
が
る
設
定
は
継
承
さ
れ

て
は
い
る
が
、
過
怠
な
く
生
業
に
勤
め
る
た
め
に
そ
れ
を
ひ
か
え
る

と
の
設
定
は
異
例
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
右
引
用
部
に
あ
る
通
り
、
勤

勉
で
「
貧
し
き
者
あ
れ
バ
施
」
す
高
い
徳
を
認
め
、
夢
の
中
で
は
あ

る
が
大
黒
天
は
「
う
き
よ
し
富
蔵
」
を
同
伴
さ
せ
、
ま
ず
は
日
本
橋

へ
案
内
す
る
（
二
ウ
〜
三
オ
、【
図
版
⑤
】）。

い
か
に
人
格
者
と
い
え
ど
、
見
物
左
衛
門
の
血
は
争
え
ず
一
行
は

失
態
を
繰
り
返
す
。
増
上
寺
の
大
鐘
を
見
た
彼
は
、「
日
高
川
の
浄

瑠
璃
で
聞
い
た
」
と
音
が
似
通
う
道・
成・
寺・
と
勘
違
い
し
富
蔵
に
正
さ

れ
（
三
ウ
〜
四
オ
）、
堺
丁
で
入
っ
た
芝
居
小
屋
で
は
春
狂
言
の

我
も
の
を
演
じ
る
役
者
に
、
紛
失
し
た
友
切
丸
の
あ
り
か
を
客
席
か

ら
教
え
よ
う
と
す
る
（
四
ウ
〜
五
オ
）。
さ
ら
に
、
有
名
な
料
理
屋

巴
屋
に
通
さ
れ
た
見
物
左
衛
門
は
、
次
の
よ
う
な
失
態
を
見
せ
て
い

る
（【
図
版
⑥
】）。

此
の
所
の
名
物
な
れ
バ
と
て
、
大
蜆
の
吸
物
を
出
し
け
る
に
、

見
物
左
衛
門
ハ
田
舎
に
て
、
蜆
と
い
ふ
も
の
喰
つ
た
こ
と
無
け

れ
バ
、
富
蔵
が
小
便
に
行
き
し
後
に
て
、
か
の
蜆
汁
を
貝
共
に

喰
ひ
、
大
き
に
歯
を
痛
め
け
る
。

彼
は
こ
の
後
も
似
た
よ
う
な
失
態
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
深
川
八

幡
の
二
軒
茶
屋
で
出
さ
れ
た
大
栄
螺
の
壺
焼
き
の
貝
殻
を
嚙
み
砕
こ

【図版⑤】『 夫京都╱是東都>見物左衛門』1ウ-2オ
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う
と
し
て
、
富
蔵
に
た
し
な
め
ら
れ
る
（
八
ウ
〜
九
オ
）。
同
種
の

失
態
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
本
作
品
の
構
成
上
の
稚
拙
さ
と
も
な
っ

て
い
る
。

他
方
、
本
作
の
見
物
左
衛
門
は
堅
い
性
格
が
際
立
っ
て
い
る
。
富

蔵
は
「
見
物
左
衛
門
が
あ
ま
り
堅
い
男
な
れ
バ
、
何
と
ぞ
少
し
づ
つ

柔
ら
か
に
せ
ん
と
」（
六
オ
）、
吉
原
に
も
連
れ
出
す
。
と
こ
ろ
が
、

『
東
都
見
物
左
衛
門
』
の
見
物
太
郎
の
よ
う
に
見
物
の
対
象
と
し
て

す
ら
関
心
を
示
さ
ず
、「
銭
金
程
大
事
な
も
の
ハ
な
し
」
と
富
蔵
に

代
金
の
大
半
を
支
払
わ
せ
る
始
末
で
、「
そ
の
後
、
一
向
往
く
気
も
」

示
さ
な
い
（
七
ウ
〜
八
オ
）。『
見
物
左
衛
門
』
の
結
末
も
、「
十
ぶ

ん
な
奢
ハ
せ
ま
い
と
」
大
黒
天
が
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
見
物
左

衛
門
も
有
難
く
思
ひ
、
益
々
家
業
に
精
出
し
、
行
末
永
く
繁
昌
し
け

る
」
と
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
作
で
は
狂
言
以
来
の
見
物
左

衛
門
の
浮
つ
い
た
性
格
は
、
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
背

景
に
は
寛
政
の
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
の
山

東
京
伝
の
筆
禍
事
件
等
に
よ
る
戯
作
者
の
自
主
規
制
が
影
を
落
と
し

て
い
る
で
あ
ろ
う19

）
。
た
だ
、
本
稿
が
担
う
べ
き
問
題
を
超
え
て
し
ま

う
た
め
、
作
風
が
変
化
し
た
理
由
は
推
定
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

四
、
歌
舞
伎
『
洛
陽
見
物
左
衛
門

み
や
こ
け
ん
ぶ
つ
ざ
へ
も
ん

』
｜
原
型
離
れ
｜

天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
九
月
二
十
四
日
よ
り
翌
月
二
十
六
日
ま

で
、
お
よ
そ
一
月
の
間
大
坂
藤
川
座
（
座
本
藤
川
菊
松
）
に
て
『
洛

【図版⑥】『 夫京都╱是東都>見物左衛門』5ウ-6オ
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陽
見
物
左
衛
門
』
が
上
演
さ
れ
た
（『
歌
舞
伎
年
表
』）。
狂
言
作
者

は
並
木
五
瓶
。
五
瓶
は
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
十
一
月
よ
り
江
戸

へ
下
る
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
十
月
ま
で
の
十
八
年
間
、
主
に
大

坂
の
角
の
芝
居
に
か
か
わ
り
続
け
た20

）
が
、
本
作
品
は
そ
の
多
作
だ
っ

た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
演
目
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
演
が
こ

の
一
度
き
り
だ
っ
た
た
め
か
五
瓶
の
研
究
で
も
言
及
が
見
ら
れ
な
い21

）
。

幸
い
に
し
て
、
番
附
表
（【
図
版
⑦
】）
と
絵
尽
し
（【
図
版
⑧
〜

】）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
舞
台
の
様
子
が
お
お
よ
そ
把
握
で
き
る

ほ
か
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
大
惣
本
蔵
書
中
に
台
本
の
写
本
全
六

巻
が
残
さ
れ
て
い
て
、
お
お
よ
そ
の
内
容
は
現
在
で
も
確
認
で
き
る22

）
。

そ
の
台
本
の
共
表
紙

各
冊
白
茶
地
浅
黄
色
格
子
文
様
の
保
護

表
紙
が
付
け
ら
れ
て
い
る

に
、
墨
で
「

愛
護
╱
増
補

洛
陽

見
物
左
衛
門
」
と
大
書
き
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
品
は
「
愛
護

の
若
」
の
物
語
が
下
敷
き
に
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
条
家

と
高
階
家
と
の
間
で
紛
失
し
た
家
宝
（
師
子
王
の
剣
・
刃
の
太
刀
・

歌
書
「
八
重
垣
」）
を
め
ぐ
る
対
立
を
軸
と
し
、
二
条
蔵
人
が
紛
失

し
た
歌
書
「
八
重
垣
」
紛
失
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
二
条
家
を
追
放

さ
れ
た
愛
護
の
若
を
恋
い
慕
う
漣
さざなみ姫

と
鳰にほ
照てる
姫
と
の
三
角
関
係
が
脇

筋
と
し
て
展
開
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

本
稿
に
関
係
す
る
の
は
、
伊
賀
流
の
忍
術
を
用
い
て
家
宝
を
盗
み

出
し
た
二
条
家
の
家
臣
荒
木
左
衛
門23

）
が
、
見
物
左
衛
門
の
替
え
名
で

北
山
に
城
を
構
え
潜
伏
し
た
一
連
の
流
れ
の
み
で
あ
る
。
本
来
で
あ

【図版⑦】『洛陽見物左衛門』番附

（大阪府立中之島図書館蔵「天明より寛政大坂各座番附」請求番号974-68）
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【図版⑧】『洛陽見物左衛門』絵尽（１）

（大阪府立中之島図書館蔵『 命曲輪文章』

請求番号974-62。以下、同様）

【図版⑨】『洛陽見物左衛門』絵尽（2）
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【図版 】『洛陽見物左衛門』絵尽（4）

【図版 】『洛陽見物左衛門』絵尽（3）
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れ
ば
、
未
紹
介
資
料
で
あ
る
本
作
品
の
詳
細
な
内
容
紹
介
や
検
討
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本
稿
の
主
旨
か
ら
は
ず
れ

る
た
め
、
そ
れ
は
ひ
か
え
る
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

荒
木
左
衛
門
は
、
高
階
家
の
家
宝
師
子
王
の
剣
と
二
条
家
の
家
宝

刃
の
太
刀
の
両
方
と
も
伊
賀
流
の
忍
術
で
盗
み
出
す
。
そ
も
そ
も
両

者
は
、
二
つ
の
家
の
縁
を
取
り
持
つ
た
め
に
交
換
す
る
勅
諚
が
発
せ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
二
条
蔵
人
は
、「
二
条
高
階
は
大
内
補

佐
の
臣
下
と
し
て
、
神
祇
官
の
司
」
で
あ
る
の
で
、
両
者
を
取
り
換

え
て
「
ち
な
み
を
結
ん
で
禁
庭
を
守
護
ず
る
な
ら
ば
、
国
家
静

の

も
と
ひ
な
ら
ん
と
、
大
内
記
を
も
つ
て
の
勅
諚
」
が
あ
っ
た
（
第
一

冊
）
と
そ
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る24

）
。
両
者
を
入
手
し
た
荒
木
左
衛

門
は
し
た
が
っ
て
、
二
条
高
階
両
家
を
翻
弄
で
き
る
立
場
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
蔵
人
も
荒
木
の
た
く
ら
み
を
見
破
り
、
荒
木
の
妻
二
の

町
を
拘
束
す
る
も
、
か
え
っ
て
荒
木
に
返
り
討
ち
に
あ
っ
て
し
ま
っ

た
（
第
三
冊
）。
荒
木
左
衛
門
は
、
出
自
か
ら
こ
う
し
た
野
望
を
抱

い
た
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。

傳
へ
聞
。
祖
父
純
友
が
討
死
は
、
筑
前
は
か
た
の
津
。
都
の
討

手
は
小
野
の
好
古
。
首
取
し
は
橘
遠
保
別
當
高
階
の
先
祖
。
父

は
空
敷
。
祖
父
の
鬱
憤
四
海
を
く
つ
が
へ
し
天
子
と
な
つ
て
、

先
祖
の
本
懐
を
達
せ
べ

（ママ）

し
と
都
へ
登
り
、
よ
り
〳
〵
に
一
チ

味

を
か
た
ら
ひ
、
時
節
を
は
か
る
。
其
為
に
二
条
家
へ
入
込
、
名

字
は
荒
木
左
衛
門
と
名
乗
も
、
父
の
仇
橘
氏
の
家
を

﹇
虫
損
﹈

□
□
は
日

頃
の
望
み
。
天
子
の
重
宝
手
に
入
上
は
、
山
林
に
取
籠
り
、
父

は
九
刕
に
住
で
つ
く
し
左
衛
門
と
呼
、
我
は
上
方
地
利
の
あ
ん

な
い
い
さ
い
に
達
せ
し
ゆ
へ
、
都
見
物
左
衛
門
と
名
乗
、
お
つ

つ
け
大
望
成
就
、
祖
父
純
友
が
無
念
を
さ
ん
ぜ
ん
。（
第
二
冊
）

荒
木
の
祖
父
は
、
天
慶
二
〜
三
年
（
九
三
九
〜
九
四
〇
）
の
乱
で

海
賊
を
率
い
て
朝
廷
方
に
敗
れ
た
藤
原
純
友
で
、
そ
れ
が
盗
賊
の
血

筋
の
由
来
と
す
る
。
そ
し
て
、「
四
海
を
く
つ
が
へ
し
天
子
と
な
」

る
こ
と
が
祖
父
以
来
の
「
本
懐
」
で
あ
り
、
そ
の
「
大
望
成
就
」
を

果
た
す
た
め
、
師
子
王
の
剣
と
太
刀
の
刃
を
入
手
し
た
の
で
あ
る
と

述
べ
る
。
二
条
家
に
潜
入
し
た
の
も
秘
密
裡
で
あ
っ
て
、
妻
二
の
町

に
す
ら
純
友
の
孫
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
台

【図版 】『洛陽見物左衛門』

絵尽（5）
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詞
の
直
前
、
父
は
筑
紫
左
衛
門
武
純
で
自
ら
の
幼
名
は
少
槻
丸
だ
と

明
か
し
て
い
る
が
、
そ
の
父
の
呼
び
名
に
倣
っ
て
都
見
物
左
衛
門
を

名
乗
っ
た
と
い
う
。

国
家
転
覆
を
謀
る
見
物
左
衛
門
は
、
こ
れ
ま
で
の
系
譜
か
ら
見
れ

ば
、
異
例
で
あ
る
。
自
ら
都
見
物
に
出
か
け
る
こ
と
も
、
都
に
出
て

失
態
を
続
け
る
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
、
と
ぼ
け
た
「
見
物
左
衛

門
」
と
は
対
極
に
あ
る
作
品
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

古

部
千
晴
に
「
嵐
山
の
夕
暮
に
と
な
せ
の
瀧
の
落
か
ゝ
る
は
、
水

の
手
を
た
や
さ
ぬ
要
害
」、「
時
雨
の
亭
は
物
見
の
や
ぐ
ら
」（
第
五

冊
）
な
ど
と
嵐
山
が
天
然
の
要
害
で
あ
る
と
思
案
を
披
露
す
る
一
連

の
語
り
か
ら
は
、
慣
れ
な
い
都
の
風
俗
に
右
往
左
往
す
る
「
見
物
左

衛
門
」
の
要
素
は
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、「
洛

中
を
は
い
く
わ
い
し
一
味
を
か
た
ら
ふ
ゑ
せ
も
の
」（
第
五
冊
）
と

い
う
敵
方
の
評
に
僅
か
に
「
見
物
左
衛
門
」
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
の

み
で
あ
る
。
本
作
品
で
の
荒
木
左
衛
門
こ
と
見
物
左
衛
門
は
、
原
型

に
相
当
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
、
同
時
に
狂
言
に
由
来
す
る
見
物
左
衛
門
の
充
分
な
定
着
が
一
八

世
紀
後
半
に
確
認
さ
れ
る
一
つ
の
事
象
と
も
把
捉
で
き
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
狂
言
「
見
物
左
衛
門
」
以
降
の
系
譜
を
素
描
し
て
き
た
。

田
舎
住
ま
い
の
僧
侶
が
慣
れ
な
い
都

京
都
か
ら
江
戸
へ
移
行
す

る

を
一
人
で
見
物
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
継
承
し
つ
つ
も
、
黄

表
紙
へ
の
進
出
と
と
も
に
そ
の
姿
が
次
第
に
変
容
さ
れ
て
い
く
の
が

理
解
さ
れ
た
か
と
思
う
。
冒
頭
に
も
記
し
た
が
、『
竹
斎
』
を
典
型

と
す
る
二
人
行
脚
の
系
譜
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
二
人
行
脚
の
結
実
は
十
返
舎
一
九
『
東
海
道

中
膝
栗
毛
』（
全
八
篇
、
享
和
二
〜
文
化
五
・
一
八
〇
二
〜
〇
九
年
。

「
発
端
」
は
文
化
一
一
・
一
八
一
四
年
追
加
）
に
あ
る
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。
弥
次
郎
兵
衛
喜
多
（
北
）
八
の
旅
は
、「
狂
言
の
シ
テ
・

ア
ド
や
仮
名
草
子
『
東
海
道
名
所
記
』（
浅
井
了
意
）、『
竹
斎
』（
富

田
道
冶
）
の
主
人
公
を
原
型
に
し
て
」
い
る25

）
と
か
、「『
東
海
道
名
所

記
』
で
の
滑
𥡴
な
二
人
組
が
、
東
海
道
を
江
戸
か
ら
京
へ
上
る
趣
向

は
、
近
世
後
期
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
影
響
を
与
え
た26

）
」
な
ど

と
い
っ
た
諸
先
達
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
一
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、
弥
次
喜
多
が
各

所
で
繰
り
返
す
失
態
に
あ
る
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
小
田
原
の
宿

の
五
右
衛
門
風
呂
の
入
浴
の
仕
方
が
二
人
と
も
分
か
ら
ず
、
遂
に
は

踏
み
破
っ
て
し
ま
っ
た
（
初
篇
）
と
か
、
京
四
条
河
原
の
芝
居
小
屋

で
「
大
根
」
を
役
者
の
仇
名
と
勘
違
い
し
て
舞
台
に
向
か
っ
て
声
掛

け
し
て
し
ま
い
顰
蹙
を
買
う
（
七
篇
上
）
と
い
っ
た
他
愛
の
な
い
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の

旅
先
で
の
失
態
は
、
初
め
て
入
る
土
地
の
習
慣
や
文
化
を
弥
次
喜
多

が
無
知
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
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こ
の
図
式
は
「
見
物
左
衛
門
」
の
主
人
公
た
ち
の
行
動
に
合
致
す

る
。
た
と
え
ば
、
陀
々
羅
大
尽
作
の
黄
表
紙
『
見
物
左
衛
門
』
に
お

い
て
、
堺
町
の
芝
居
小
屋
で
役
者
に
紛
失
し
た
刀
の
あ
り
か
を
教
え

よ
う
と
し
た
り
、
貝
殻
を
知
ら
ず
に
齧
っ
て
歯
を
痛
め
て
し
ま
う
と

い
っ
た
失
態
も
、
見
物
左
衛
門
一
行
が
田
舎
住
ま
い
ゆ
え
に
、
江
戸

の
習
慣
や
文
化
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
た
滑
𥡴
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
が
一
九
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い

し
、
ま
し
て
や
、『
見
物
左
衛
門
』
が
典
拠
で
あ
る
な
ど
と
指
摘
す

る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
が
近
世
の
累
々

た
る
旅
文
芸
作
品
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

『
竹
斎
』
の
系
統
だ
け
で
は
な
く
、「
見
物
左
衛
門
」
の
系
譜
も
継

承
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
も
問
題
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、「
見
物
左
衛
門
」
の
一
人
旅
は
、『
竹
斎
』
と
比
較
し

て
は
る
か
に
傍
流
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

細
々
と
で
は
あ
る
が
、
確
実
に
狂
言
作
品
以
来
命
脈
を
保
っ
て
き
た

「
見
物
左
衛
門
」
の
系
譜
の
意
義
が
本
稿
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

注１
）

引
用
は
、『
西
村
本
小
説
全
集
』
上
巻
（
一
九
八
五
年
・
勉
誠
社
）

に
拠
っ
た
。

2
）

引
用
は
、
野
間
光
辰
編
『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
』
第
十
六
巻
（
一
九

六
三
年
・
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。

3
）

野
間
光
辰
「
竹
斎
」、

２
）同
書
所
収
。

4
）

服
部
幸
雄
「
独
狂
言
考
」（『
歌
舞
伎
成
立
の
研
究
』
一
九
六
八
年
・

風
間
書
房
）
に
よ
る
と
、「
見
物
左
衛
門
」
を
「
独
狂
言
」
と
す
る
の

は
、
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
校
注
『
狂
言
三
百
番
集
』
下
（
一
九

四
二
年
・

山
房
）
以
前
に
は
遡
れ
な
い
と
言
う
。
ま
た
、『
松
平
大

和
守
日
記
』
等
の
江
戸
時
代
の
文
献
に
拠
る
限
り
、「
独
狂
言
」
と
は

一
人
の
役
者
が
シ
テ
・
ワ
キ
等
の
複
数
の
役
を
演
じ
る
謂
い
で
あ
り
、

登
場
人
物
が
一
人
で
あ
る
演
目
を
指
す
の
で
は
な
い
と
も
指
摘
す
る
。

5
）

引
用
は
、
北
原
保
雄
・
小
林
憲
次
編
『
続
狂
言
記
の
研
究
』（
一
九

八
五
年
・
勉
誠
社
）
に
拠
っ
た
。

6
）

５
）に
同
じ
。

7
）

東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
。
請
求
番
号
Ｗ
７
６
８
・
４
３

Ｍ

１
〜
８
。
半
紙
本
八
巻
八
冊
。
刊
記
「
于
時
文
政
三
庚
辰
年
孟
春

五
代
目
都
太
夫
一
中
╱
正
本
板
元

江
都
瀬
戸
物
町

文
花
堂

塩
屋

庄
三
郎
」。

8
）

引
用
は

７
）同
本
に
拠
っ
た
。
論
者
が
適
宜
句
点
を
補
っ
た
。

9
）

８
）に
同
じ
。

10
）

８
）に
同
じ
。

11
）

８
）に
同
じ
。

12
）

棚
橋
正
博
『
日
本
書
誌
学
大
系
48
（
１
）
黄
表
紙
總

前
篇
』

（
一
九
八
六
年
・
青
裳
堂
書
店
）
に
よ
る
。

13
）

植
木
智
広
「
喜
三
二
の
黄
表
紙
と
夢
の
趣
向
」（『
國
學
院

誌
』
第

一
一
三
巻
八
号
、
二
〇
一
二
年
八
月
）
等
参
考
。

14
）

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
本
。
請
求
番
号
９
１
３

Ｗ
Ｓ
。

読
み
や
す
さ
の
便
を
図
り
、
句
読
点
と
鉤
括
弧
を
適
宜
補
っ
た
。
清
濁

は
原
本
の
ま
ま
表
記
し
た
。

15
）

12
）に
同
じ
。
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16
）
『
金
々
先
生
栄
華
夢
』
で
も
深
川
の
芸
者
に
金
兵
衛
が
袖
に
さ
れ
る

場
面
で
唐
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
目
新
し
い
情
報
で
は
な
い
。

17
）

12
）に
同
じ
。

18
）

引
用
は
、
今
中
宏
編
『
大
江
戸
文
庫
』
２
（
一
九
五
七
年
・
江
戸
芸

術
社
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

19
）

佐
藤
至
子
『
江
戸
の
出
版
規
制

弾
圧
に
翻
弄
さ
れ
た
戯
作
者
た

ち
』（
二
〇
一
七
年
・
吉
川
弘
文
館
）
等
参
照
。

20
）

伊
原
青
々
園
「
並
木
五
瓶
研
究
」（『
日
本
文
学
講
座
』
第
十
巻
「
江

戸
時
代
下
篇
」
一
九
三
一
年
・
新
潮
社
）
に
拠
れ
ば
、
奈
河
七
三
之
助

が
角
の
芝
居
か
ら
撤
退
し
た
た
め
、
五
瓶
が
よ
り
多
忙
に
な
っ
た
と
指

摘
さ
れ
る
。

21
）

20
）同
論
文
に
天
明
四
年
に
上
演
さ
れ
た
演
目
に
「
け
い
せ
い
倭やま
荘とさ

子うし
」（
正
月
）、「
稲いな
光びかり田た
毎
月

ごとのつき
」（
八
月
）、「
思おも
巷わく
街
容
性

くるわかたぎ
」（
八
月
）、

「
弓ゆん
勢ぜい
金きん
平ぴら
嬢むすめ」（
十
一
月
）、「
け
い
せ
い
忍
術
池
」（
十
二
月
）
が

挙
が
る
が
、『
洛
陽
見
物
左
衛
門
』
は
見
え
な
い
。

22
）

請
求
番
号
３
１

ミ

１
。
半
紙
本
六
巻
合
五
冊
。
た
だ
し
、「
今
少

し
狂
言
も
ご
ざ
り
升
れ
ど
」、「
今
日
は
是
切
」
な
ど
と
言
う
「
口
上
」

で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
中
途
ま
で
の
台
本
の
よ
う
で
あ
る
。

23
）

四
代
目
市
川
團
蔵
が
演
じ
た
。
天
明
四
年
八
月
五
瓶
の
脚
本
「
思
巷

街
容
性
」
で
は
幡
随
院
長
兵
衛
役
を
演
じ
て
い
る
。

24
）

引
用
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
大
惣
文
庫
蔵
本
（
請
求
番
号
３
１

ミ

１
）
に
拠
る
。
な
お
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

25
）

小
池
正
執
筆
担
当
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」（『
新
版
近
世
文
学
研
究
事

典
』
二
〇
〇
六
年
・
お
う
ふ
う
）。

26
）

士
昭
雄
「（『
東
海
道
名
所
記
』
╱
『
東
海
道
分
間
絵
図
』）
解
題
」

（『
叢
書
江
戸
文
庫
』
50

二
〇
〇
二
年
・
国
書
刊
行
会
、
所
収
）。

﹇
追
記
﹈
資
料
の
閲
覧
と
転
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
東
京
都
立
中
央
図

書
館
お
よ
び
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

引
用
文
中
に
一
部
、
今
日
に
お
い
て
は
人
権
上
好
ま
し
く
な
い
表
現
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
原
作
を
尊
重
し
て
転
載
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。
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