
(附
記
)

文
楽
と
対
立
し
た
各
座
の
興
亡

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
の
夢
の
跡

.I

遠
-
は
博
労
町
稲
荷
境
内
に
於
け
る
文
楽
軒
の
興
行
､
絵
島
か
ら
御
重
境
内
に
於
け
る
文
楽
座
の
興
行
､
現

在
四
つ
梼
文
楽
座
の
興
行
､
人
形
浄
瑠
璃
と
云
へ
ば
､
直
ち
に
､
文
楽
､
と
い
ふ
代
名
詞
を
以
て
呼
ば
れ
る
ほ

ど
､
文
楽
座
の
諸
興
行
は
終
始

t
貫
し
て
系
統
立
っ
て
ゐ
る
が
､

)̂
～
に
叉

1
万
文
楽
座
に
封
す
る
別
派
の
興

行
が
存
在
し
て
ゐ
た

)̂
と
を
無
税
し
て
は
覆
る
ま
い
.
往
昔
の
竹
本
座
に
封
す
る
豊
竹
座
は
云
ふ
ま
で
も
覆
い

が
､
妊
-
は
大
正
三
年
の
近
絵
座
浄
滅
ま
で
は
､
絶
え
ず
封
抗
し
た
敵
軍
の
陣
営
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
今
そ
の

主
怒
る
も
の
～
動
静
を
書
き
添
へ
て
､
斯
道
の
欝
に
刺
激
を
輿

へ
反
省
を
加
･へ
た
そ
の
功
績
を
記
録
し
て
置
く
.

T
三
世
長
門
太
夫
等

の
竹
田
芝
居
旗
揚
げ

′.._I

天
保
九
年
､
文
楽
軒
の
芝
居
か
ら
､

一
座
の
花
形
三
世
長
門
太
夫
が
脱
退
す
る
こ
と
に
覆
っ
た
.
そ
の
表
面



的
を
理
由
は
､
斯
道
を
盛
ん
を
ら
し
め
る
に
は
二
座
封
抗
し
て
､
鏑
を
刷
る
と
こ
ろ
に
､
技
垂
の
錬
磨
が
あ
れ

蓉
蓮
が
あ
る
､壱

れ
は
速
-
道
頓
堀
に
於
け
ふ
竹
豊
時
代
が
そ
れ
墓

相
つ
て
ゐ
る
､
今
日
の
衰
境
を
救
ふ
に
は

此
外
に
道
が
覆
い
､
後
進
の
透
噂
も
､
何
も
彼
も
､
す
べ
て
は
競
争
の
上
か
ら
生
れ
る
｡
よ
ろ
し
-
別
派
を
立

て
ゝ
封
立
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
0
号
っ
し
て
､
/
1
面
そ
の
裏
を
察
す
る
と
､
督
時
美
膏
家
三
代
重
太
夫

(後

に
五
代
目
政
太
夫
)
が
､
殆
ん
ど
座
長
格
で
牛
耳
を
執
っ
て
ゐ
た
､
そ
の
審
横
に
憤
り
夜
か
っ
た
の
と
､
尚
頭

取
を
ど
い
ふ
人
物
に
可
を
-
己
れ
等
の
領
域
を
犯
さ
れ
る
不
快
さ
も
あ
っ
た

Ĵ
と
は
疑
ふ
可
-
も
無
-
｡
要
す

る
と

)̂
ろ
不
平
と
不
満
に
礎
勃
た
る
も
の
が
あ
っ
た
結
果
で
､
車
衝
的
夜
内
部
的
に
も
叉
外
部
的
に
も
､
長
門

始
め
脱
退
組
は
最
早
や
文
楽
に
は
堪

へ
ら
れ
夜
-
在
っ
た
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
重
太
夫
と
長
門
の
年
齢
の
上
か

ら
も
見
出
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
.
即
ち
前
者
の
五
十
九
歳
に
此
し
て
､
長
門
は
生
気
潜
謝
た
る
三
十
九
歳
の
若

盛
-
で
あ
る
｡
長
門
を
し
て
退
座
の
決
心
を
馬
yu
L
め
た
直
接
動
機
は
､
興
行
師
綿
屋
熊
次
郎
の
熱
心
を
る
勧

説
が
興
っ
て
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

日
な
ら
ず
し
て
､
同
志
は
反
旗
を
都

へ
し
て
起
つ
こ
と
に
覆
っ
た
｡
豊
竹
敬
太
夫
､
竹
本
大
隅
太
夫
､
同
喚

太
夫
､
同
趨
太
夫
､
人
湾

は
桐
竹
門
造
､
吉

金
四
､
豊
竹
竿

郎
､
至

屈
指
の
名
手
を
蒐
め
て
ゐ
る
､

飾

賓
に
天
保
九
年
十
二
月
の
こ
と
だ
つ
､た
｡
そ
れ
等
同
盟
の
士
の
痛
烈
'な
る
旗
揚
げ
興
行
は
､
い
よ
い
よ
翌
天
保



十
年

1
月
､
竹
田
の
芝
居
に
於
て
花
女
し
-
開
演
さ
れ
た
｡
妹
菅
山

『
芝
六
内
』

『嬢
七
上
僚
』
喚
太
夫
､
『竹

雀
』
大
隅
太
夫
､
虹
貴
簡

『
墓

屋
』
越
太
夫
､

『
日
向
嶋
』
長
門
太
夫
､

『
阿
波
鳴
声
』
敬
太
夫
､

,̂
と
に

都

妹
菅
山
山
の
場
の
掛
合
S
か
古
今
無
類
と
い
ふ
評
判
を
取
っ
た
｡
そ
の
役
割
は
大
判
事
が
長
門
'
定
高
が
敬
､

久
我
之
助
が
晩
､
雛
鳥
が
大
隅
で
あ
る
｡
さ
う
し
て
､
こ
の
封
抗
興
行
は
ひ
き
療
い
て
数
回
打
つ
こ
と
が
出
爽

た
が
､
ど
-
し
た
こ
と
か
永
-
は
唐
か
ず
､
そ
の
年
内
に
終
末
を
骨
げ
て
ゐ
る
｡

そ
の
翌
十

山
年
六
月
に
は
､
文
楽
の
重
鎮
義
太
夫
こ
と
五
代
目
政
太
夫
が
病
後
し
た
の
で
､
自
然
､
長
門
太

夫
等
は
復
蹄
す
る
こ
と
に
な
っ
て
､
事
賓
上
櫓
下
の
格
に
座
づ
て
､
さ
ら
に
新
た
を
活
躍
を
額
け
る
こ
と
に
在

り
､
脱
退
組
の
す
べ
て
も
次
第
に
蹄
座
し
て
ゐ
る
｡

長
門
太
夫

一
味
腺
過
の
際
､
長
門
と
外
四
名
の
太
夫
と
の
間
に
取
り
変
性
さ
れ
た

『
篤
取
替
申
約
定
･t
札
』

ノ

は
､
よ
-
此
間
の
消
息
を
物
語
っ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
と
恩
ふ
か
ら
､
左
に
抄
出
し
て
置
-
｡

潟
取
替
申
約
定

1
札
之
事

〓
蒜

鮒
解
の
簡
観
よ
-
於
道
頓
堀
に
常
操
り
浄
瑠
璃
芝
居
興
行
仕
氷
り
候
虞
近
年
諸
事
猿
に
相
成
候
に
付
相

唐
不
致
中
役
は
及
び
遥
々
蕃
輿
の
志
有
之
輩
打
番
-
組
建
る
と
云
へ
共
人
気
不
和
銘

々
威
勢
を
争
ひ
倉
高
給
其

上
頭
取
杯
と
磨
け

山
座
給
金
の
増
し
上
端
己
の
利
慾
に
数
値
て
元
方
自
ら
不
御
意
に
相
成
長
久
不
致
漸

一
ヶ
所



の
稽
古
場
に
て
人
形
を
差
加

へ
常
操
り
興
行
相
成
候
に
付
常
時
の
威
勢
に
任
せ
行
ひ
我
意
を
太
夫
三
味
線
並
に

∫

操
り
方
林
を
非

の
如
-
見
下
し
己
に
滑
ら
は
ざ
る
者
は
追
下
げ
適
々
索
道
修
業
志
之
者
有
之
と
崩
も
依
帖
の

行

ひ
多
-
尖
れ
故
修
業
之
新
も
辛
抱
雛
戒
斯
-
て
は
吋
然
新
人
の
蛮
人
等
も
郎
米
不
致
然
る
時
は
補
元
机
始
め
先

耐
帥
蓮
の
弘
め
散
れ
し
浄
瑠
璃
も
次
第
に
衰
微
と
親
戚
事
歎
数
乍
然
未
だ
時
不
束
是
迄
打
過
候
研
此
度
去
る
方

よ
り
招
き
に
随
ひ
道
頓
堀
に
て
常
操
-
蹄
瑠
璃
再
興
に
及
び
候
然
上
は

同
志
の
者
共
諸
事
華
悪
共
互
ひ
に
助
け

合
如
水
竹
.交
り
随
分
薮
道
を
励
み
候
は
ゞ
自
ら
長

久
致
粛
々
の
門
薬
は
中
に
不
及
他
門
の
未
に
至
迄

言

桝
に

て
も

頼
古
場
利
桝
候
時
は
蛮
道
修
業
の
便
-
に
舶
成
先
親
帥
適

へ
封
し
保
て
も
報
恩

の
端
に
も
利
成
ら
ん
と
春

植
然
る
上
は
右
同
志
の
粛
共
之
申
此
3
'挨
脇
よ
-
如
何
様
の
串
申
参
-
候
共

一
己
の
抽
引
決
で
敢
闘
敷

一
紙
の

船
倉
に
て

一
厘
の
未
に
車
る
迄
洞
に
剰
戚
共
銘
々
談
令
の
上
多
分
の
意
に
化
せ
可
申
嫉
然
ば
先
年
よ
り
我
々
仲

間
に
囲
講
速
伊
勢
講
宥
之
然
計
此
度
舶
改
め
同
志
の
弗
民
の
囲
緋
と
準
之
伊
勢
講
を
組
建
年
毎
に

1
度
づ

～
信

心
の
非
講
中
飼
家
内
安
全
之
伊
勢
雨
宮

へ
参
宮
可
杜
恢
則
ち
此
度

の
大
志
も

大
胎
虫
大
輔
宮
を
正
面
に
祭
-

帥
前
に
於
て
約
定
仕
候
事
故
若
し
祁
骨
き

1
己
の
仕
方
杯
宥
之
時
は
紳
罰
を
蒙
り
且
父
各

々
方
此
以
後
同
属
同

席
被
下
問
敷
候
北
二

言
の
中
介
軸
之
耀
茄
後
日
約
定
箪
取
替

一
札
仇
て
如
件

I

天
保
九
伐
九
月
刊

一
口
大
着

日

担;玩i



尚
各
々
方
御
承
知
の
上
仇
で
御
廠
前
文
は
長
門
太
夫
認
め
申
候
無
然
銘
々
の
名
前
は
則
ち
自
筆

に
て
認
弟

取
替
申
候

256

竹 竹 竹 豊

本 ･本 本 竹

越 暁 大 敵

隅

太 太 太
太

夫 夫 夫 天

国 回 回 匝)

竹

本

長

門

太

夫

殿

Jヽ二

春
太
夫
圏
平
の
脱
退
と
別
座
租
織

nuJ川H-

長
門
の
脱
退
と
共
に
文
楽
座
に
大
き
夜
衝
動
を
輿
へ
た
第
二
の
脱
退
が
あ
る
｡
そ
れ
は
明
治
七
年
の
春
太
夫

と
圏
卒
の
脱
退
が
そ
れ
で
あ
る
.
A)
の
時
の
脱
退
理
由
に
は
蛮
術
的
打
此
両
人
に
悩
み
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
夜

く
､
仕
打
文
襲
座
と
の
間
の
給
金
問
題
に
他
を
ら
覆
い
｡
偵
し
春
太
夫
と
て
も
自
分

一
己
の
閉
域
で
は
夜
く
多

-
の
子
弟
に
関
す
る
だ
け
に
､
遂
に
衝
突
脱
退
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
急
韓
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ

)̂
で
両
人
は

そ
の
門
下
を
率
ゐ
て
竹
内
と
い
ふ
金
力
の
後
援
者
を
新
た
に
頼
ん
で
､
先
づ
大
江
橋
北
藷
の
寄
席
を
手
始
め
に



堀
江
夜
ど
で
も
数
回
の
文
楽
封
抗
興
行
を
行
っ
た
.
と

)̂
ろ
が
之
れ
は
車
ひ
に
も
非
常
を
好
成
績
で
市
中
の
入

来
を
蒐
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
つ
.た
｡
そ
れ
に
反
し
て
､
主
覆
る
太
夫
と
三
味
線
に
出
て
行
か
れ
た
文
紫

は

殆
ん
ど
散
々
の
髄
で
忽
ち
興
行
も
貧
し
稗
ざ
る
ほ
ど
の
大
打
撃
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
､
何
ん
と
か

)̂

の
頚
勢
を
挽
回
し
夜
け
れ
ば
在
ら
ぬ
急
場
に
迫
っ
て
束
た
｡
文
楽
で
は
早
速
の
案
と
し
て
､
前
年
の
末
か
ら
九

州
巡
業
に
出
て
ゐ
た
越
路
太
夫

(後
の
撤
棒
大
接
)
を
呼
び
廃
し
て
其
師
匠
の
春
太
夫
と
封
抗
せ
し
め
る
黄
を

打.

探
っ
た
｡
此
時
分
の
越
路
太
夫
は
花
形
の
責
出
し
督
時
だ
っ
た
の
で
文
楽
に
は
可
を
り
多
新
の
借
金
も
あ
っ
た

の
だ
か
ら
､
恩
師
に
弓
を
引
-
の
誹
あ
る
こ
と
は
承
知
を
し
て
ゐ
た
が
､
文
楽
座
か
ら
の
交
渉
も
ま
ん
ざ
ら
擁

ね
つ
け
て
し
ま
ふ
わ
け
に
も
行
か
ず
､
苦
境
に
立
っ
た
の
で
あ
る
が
､
而
し
意
を
決
し
て
､
遂
に
文
楽
座

へ
出

勤
す
る
こ
と
に
怒
っ
た
.
佳
太
夫
､
梶
太
夫
､
組
太
夫
､
賓
太
夫
､
重
太
夫
､
鞠
太
夫
等
が
そ
の
時
の
座
組
で

あ
る
｡
明
治
八
年

一
片
十
八
日
が
初
日
骨
原
の
通
し
､
越
路
は
そ
の
四
段
目
寺
子
屋
で
あ
っ
た
｡
此
興
行
が
四

十
的
日
間
頼
い
て
ゐ
る
と

)̂
ろ
を
見
る
と
､
越
路
太
夫
は
既
に
静
々
た
る
人
気
者
で
あ
る
｡
と

)̂
ろ
が
越
路
自

身
が
鑑
に
橡
卸
し
て
ゐ
た
ヤ
う
k
,
世
間
で
は
師
匠
に
反
抗
す
る
不
適
者
と
し
､
越
路
に
射
し
て
可
在
り
批
難

の
馨
が
盛
ん
だ
っ
た
｡
温
厚
玉
の
如
き
人
格
者
と
し
て
の
越
路
の
生
涯
中
か
そ
ら
-
A)
ん
を
こ
と
は
他
に
は
ぎ

い
､
け
れ
ど
も
後
に
は
幽
年
が
仲
裁
し
て
此
事
に
つ
い
て
は
師
弟
間
の
感
情
聞
損
を
惹
起
す
る
や
う
夜

)̂
と
も

.a汐



な
く

へ
鮮
事
に
潜
ん
で
み
る
｡
さ
う
し
て
､
春
太
夫
は
糊
も
な
く
明
拾
十
年
に
文
架
厘
と
一の
和
解
が
川
凍
て
､

‥/で
の
三
盆

ハ行
に
題
か
に
出
動
す
る
こ
と
に
覆
っ
た
｡
甲
八
陣
守
磯
城
』
と
『
加
梨
見
山
懲
鈷
紛
』
が
極
っ
て
鴻

抑

つ
た
が
､
春
太
夫
の
翁
め
に
特
に

『
阿
波
鳴
声
』
を
加

へ
る

)̂
と
に
し
た
｡
た
が
途
中
に
病
を
奪
し

て
休
業
し

た
が
｣
之
れ
が
文
架
座
で
の
最
後
と
な
っ
て
ゐ
る
｡

而
か
も
老
年
の
春
大
夫
は
速
に
其
咋

七
月
二
十
五
日
行
年

七
十
歳
を
も
っ
て
死
ん
だ
｡
-

＼1メ三

柵
適
太
夫
等

の
彦
六
壌
勃
興

′■■1.＼

文
楽
封
立
板
に
明
治
十
七
年
の
春
､
博
勢
町
桁
瑞
軒
内
北
門
の
彦
∴
厘
が
あ
る
｡

Ĵ
の
厘
建
設
の
苗
｡=｡
者
雪

そ
の
前
々
年
の
十
九
年
頃
ー

日
本
折
北
詰
の
樺
の
席

(俗
に
小
文
楽
)
で
興
行
を
し
て
ゐ
た
二
代

日
豊
竹
柳
適

太
夫
等
の
同
志
の

71
涯
で
､
是
等
が
文
楽
と
針
立
的
に
進
糾
し
て
来
た
の
で
あ
る
｡
柳
適
は
其
頃
素
人
で
動
安

と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
が
､
そ
の
連
中
の
座
煙
の
前
の
沼
削
尾
の
主
人
を
始
め
数
人
で
､
素
人
浄
瑠
璃
結
酢
の

『
彦

六
軒
』

と
い
ふ
の
を
設
け
て
ゐ
た
か
ら
座
名
を

『
彦
六
厘
』
と
付
け
た
と
い
ふ
説
と
､
灘
安
が
空

息
の
彦
山
棟

親
の
六

つ
H
か
ら
取
っ
た
の
だ
と
も
云
は
れ
る
.
併
し
い
づ
れ
に
し
て
も
､
激
安
が
逮
夜
資
本
嘉
で
あ
っ
た
の

だ
か
ら
同
人
が
座
元
と
在
っ
て
ゐ
る
.｡
IJ
ん
を
風
に
素
人
の
且
郵
衆
と
し
て
の
座
元
と
太
夫
蓮
の
興
行
だ
か
ら
､



夜
ん
と
夜
く
派
手
々
々
し
い
､
而
か
も
太
夫
の
初
代
柳
適
と
灘
安
は
共
に
教
の
酒
問
屋
の
旦
那
だ
っ
た
と
い
ふ

の
だ
か
ら
､
よ
-
侍
れ
立
っ
て
豪
遊
を
し
た
と
樽

へ
ら
れ
て
為
る
｡
さ
て
此

1
座
の
最
初
の
興
行
は
そ
の
年

7

月
､
重
太
夫
､
初
代
柳
過
､
組
太
夫
､
春
子

(後
の
大
隅
太
夫
)
､
三
味
線
に
は
､
旗
助
､
新
左
衛
門
､
勝

七
､

旗
作
､
人
形
に
は
音
別
オ
治
､
豊
松
東
十
郎
､
菅
田
小
鹿
追
が
重
在
る
連
名
で
あ
る
｡
狂
言
が

『
菅
原
』
初
速

が
道
明
寺
､組
が
佐
大
村
､重
が
寺
子
屋
､
と
こ
ろ
が
第

一
tq
成
績
と
し
て
は
失
敗
で
あ
っ
た
｡
そ

)̂
で
二
月
に

す
ぐ
二
回
目
を
開
け

『
先
代
御
殿
』
を
春
子
､

『
梼
供
養
』
を
柳
適
､

『
三
代
寵
』
を
重
､

『
吃
又
』
を
蘭
､

と
い
ふ
堅

耳
で
あ
っ
た
が
､
今
度
は
柳
適
9
衣
川
髄
室
の
評
判
が
よ
-
て
天
人
つ
･!
卓
で
あ
っ
た
｡
多
分
激
安

と
柳
適
の
豪
遊
ぶ
り
が
首
藤

の
効
果
を
馨
げ
た
の
で
あ
ら
う
｡
そ
の
後
引
締
-
此
座
の
好
成
績
は
直
ち
に
督
時

松
嶋
で
輿
行
を
し
て
ゐ
た
文
楽
座
へ
影
響
し
て
来
て
､
此
嵐
は
不
況
に
怒
る
､
そ

Ĵ
で
文
楽
は
御
室
社
内
へ
の

移
特
の
境
港
を
速
め
ら
れ
た
結
果
と
在
っ
て
ゐ
る
｡

斯
-
て
彦
六
座
は
優
に
文
楽
の
一
敵
国
と
し
て
､
燦
然
た
る
存
在
を
示
し
て
ゐ
る
う
ち
､
文
楽
か
ら
､
美
膏

の
盲
人
で
聞
え
た
任
太
夫
が
韓
じ
て
-
る
､
豊
津
開
平
も
加
入
す
る
､
で
益
々
大
を
馬
さ
ん
と
し
て
数
年
を
経

㌢

つ
ち
､
今
度
は
逆
輯
し
て
任
太
夫
の
死
､
劇
場
の
焼
失
､
柳
適
の
允
等
引
締
い
て
の
不
祥
事
が
起
っ
て
､
劇

場
は
再
築
し
た
が
､
と
て
も
往
時
の
盛
観
は
見
ら
れ
を
-
､
漸
表
の
徴
を
現
は
し
､
遂
に
二
十
六
年
九
舟
の
輿

SOL



行
に
は
､
登
場
の
太
夫
が
足
ら
ぬ
や
ら
､
銀
主
の
十
八
太
夫
が
番
を
隠
す
と
い
ふ
や
う
夜
不
鰭
穀
を
有
機
で
､

漂

七
品

の
興
行
で
休
場
と
-

､
哀
れ
や
こ
れ
を
最
後
と
し
て
､
十
年
の
全
盛
を
誇
っ
た
彦
六
庵
も
遂

に

細

波
落
し
て
し
ま
っ
た
｡
彦
六
座
十
年
の
興
行
中
､
さ
す
が
金
持
の
道
楽
興
行
ら
し
い
､
好
い
慣
例
を
遺
し
て
-

れ
た

ー
つ
二
つ
の
事
を
記
し
て
置
-
o
准
爽
浄
瑠
璃
､
歌
舞
伎
の
別
無
-
､
劇
場
と
い
ふ
も
の
は
､
す
べ
て
土

間
の
上
に
薄
練
り
を
敷
き
､
そ
の
上
に
座
蒲
圏
を
敷
い
て
座
る
こ
と
に
怒
っ
て
あ
っ
た
の
だ
が
､
こ
の
彦
六
塵

が
創
設
し
て
､
現
今
の
ヤ
う
に
床
を
張
る
こ
と
に
覆
り
塵
や
毛
布
を
敷
-
こ
と
を
始
め
た
､
従
っ
て
下
駄
の
如

き
も
従
来
は
場
席
へ
持

っ
て
入
っ
て
下
駄
と

1
緒
に
見
物
し
て
ゐ
た
も
の
が
､

)̂
れ
も
彦
六
座
は
木
戸
口
で
預

か
る
こ
と
に
し
た
o
夏
の
興
行
に
は
見
物
に
囲
崩
を
配
る
夜
ど
も
嵐
が
利
い
て
ゐ
て
新
ら
し
か
っ
た
｡
か
う
い

ふ
慣
例
が
や
が
て
は
道
頓
堀
を
は
じ
め
他
の
劇
場

へ
及
ぼ
し
て
ゐ
る
｡

ノヽ囲
五
代
禰
太
夫
等
の
稲
荷
座
出
現

′...＼

-

明
楽
座
'
堀
江
座
か
ら
近
松
座

へ
-

明
治
二
十
六
年
九
月
に
滅
ん
だ
彦
六
座
は
､
そ
の
撃

1十
七
年
三
月
､
博
労
町
の
料

理
屋
花
里
藤
兵
衛
に
依

っ
て
買
収
さ
れ
､
宿
荷
座
の
名
に
よ
っ
て
吏
生
し
た
.
盟
主
と
し
て
押
さ
れ
て
起
っ
た

の
が
､
五
代
目
繍
太
夫



で
あ
る
｡
先
年
文
楽
座
引
退
休
養
中
で
あ
っ
た
の
が
､
先
師
長
門
太
夫
の
衣
鉢
を
襲
い
て
､
斯
道
奨
励
､
二
座

封
立
主
義
の
主
張
の
も
と
に
櫓
下
と
し
て
座
っ
た
の
で
あ
る
｡

1
座
に
は
､
春
子
改
め
大
隅
､
越

(後
に
任
)'

新
教
､
春
子
､
伊
達

(後
の
土
佐
)
､

長
子

(
後
に
六
代
輔
太
夫
)､
七
五
三
､
生
嶋
を
ど
の
太
夫
が
有
-
ー遍

卒
以
下
の
三
味
線
が
あ
っ
た
｡
初
開
場
の
狂
言
が

『
菅
原
』
道
明
寺
を
新
教
､
佐
大
村
を
越
､
寺
子
屋
を
大
隅

が
語
り
､
輔
太
夫
は

『
歌
祭
文
』
の
抽
店
､
め
し
椀
を
語
っ
た
｡

)̂
ん
夜
風
に
封
立
派
の
稽
荷
座
の
更
生
は
立

派
に
生
長
を
遂
げ
て
ゐ
た
が
､
時
恰
も
二
十
七
八
年
の
日
清
戦
役
に
脅
し
て
､
座
主
の
花
里
が
財
力
的
に
失
敗

を
し
て
手
を
引
い
て
し
ま
っ
た
の
で
､
ち
ょ
っ
と

t
頓
挫
を
起
し
た
が
､

一
座
連
中
の
嘆
願
に
よ

っ
て
へ
廟

､

大
隅
､
囲
平
の
三
人
心
暫
ら
-
無
報
酬
で
勤
め
て
其
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
と

)̂
ろ
が
､
此
虞
に
有
志

者
数
名
が
集
ま
っ
て
来
て
､

)̂
れ
を
株
式
含
敵
と
為
し
､
経
営
難
を
救
ふ
,J
と
に
在
っ
た
｡
大
阪
文
峯
株
式
食

配
が
英
名
榊

(
二
十
九
年
十

1
月
創
立
)､

き

っ
し
て
三
十

一
年
六
月
ま
で
順
調
に
進
ん
で
ゐ
た
が
､
社
長
を

し
て
ゐ
た
岡
崎
粂
次
郎
と
い
ふ
の
が
､
文
楽
座
側
の
嚢
に
乗
せ
ら
れ
て
碗
断
潜
行
的
に
此
座
を
敵
方
に
要
っ
て
､

滅
亡
を
早
め
て
し
ま
っ
た
O
か
う
し
た
ど
さ
く
さ
最
中
に
親
牛
が
死
後
し
た
､
AJ
の
惨
清
た
る
香
連
を
目
撃
し

た
輔
太
夫
は
､
座
親
す
る
に
忍
び
ず
､
自
ら
有
志
の
葡
株
主
を
説
い
て
､
更
に
北
堀
江
上
通
二
丁
目

(遊
廓
内
)
淵

の
明
楽
座
を
道
場
と
し
､
同
年
十

一
月
柄
荷
座

一
波
の
再
起
を
企
て
た
｡

一
座

へ
は
大
隅
､
任
､
組
､
春
子
､



新
教
､
此
､
長
子
へ
生
鴫
､
駄
作
､
龍
助
､
源
薯
､
小
囲
二
､
友
松
､
新
左
衛
門
｡
人
形
に
は
清
十
郎
､
門
造
､

玉
米
､
築
助
､
兵
三
､
等
を
蒐
め
た
が
自
分
は
後
見
と
し
て
床

へ
は
現
は
れ
夜
か
つ
た
｡
狂
言
は

『
伊
賀
越
』

納

政
右
衛
門
邸
が
組
､
沼
津
を
任
､
岡
崎
を
大
隅
､

『
白
石
噺
』
揚
屋
が
春
子
､
か
う
し
て
四
ヶ
年
除
を
碓
横
し

た
が
､
三
十
六
年

l
月
を
以
て
､
ま
た
瓦
解
の
止
む
夜
き
に
至
っ
た
o
越
え
て
二
年
飴
三
十
八
年
九
月
に
は
､

明
楽
座
の
痩
篤
で
あ
る
若
手
の
静
々
た
る
連
中
ば
か
り
で
国
籍
し
て
北
堀
江
市
之
側
堀
.Lj
座
に
立
幾
つ
で
､
背

水
の
陣
を
布
き
､
大
智
闇
を
始
め
た
O
こ
れ
よ
り
先
に

1
座
の
棟
梁
格
で
あ
る
大
隅
太
夫
は
文
楽

へ
奔
っ
て
撮

浄
大
操
の
傘
下
に
入
っ
た
か
ら
､

1
座
は
春
子
､
伊
達
､
長
子
､
雛
､
此
､
新
教
｡
三
味
線
､
龍
助
､
仙
左
衛

門
､
小
撃

1'
新
左
衛
門
､
猿
次
郎
.
人
形
､
兵
書
､
玉
松
､
算
跡
､
玉
治
､
と
い
ふ
や
う
夜
顔
俄
れ
と
在
っ

た
.
狂
言
は

『
三
信
記
』
肉
附
面
を
長
子
､
堅
田
を
春
子
､

『
二
十
四
孝
』
御
殿
を
伊
達
が
勤
め
て
､
衆
評
は

を
か
夜
か
に
よ
く
そ
の
熱
演
は
文
楽
座
以
上
と
い
ふ
聾
も
あ
っ
た
｡
か
う
し
て
､
此

一
座
が
四
十
凶
年
五
月
ま

で
､
六
ヶ
年
ば
か
-
を
横
け
て
来
た
時
､
こ
ゝ
に
大
阪
有
教
の
紳
士
蓮
が
尊
起
し
て
近
松
座
創
設
の
企
割
が
起

り
､
準
備
が
成
っ
て
四
十
五
年
正
月
興
行
か
ら
､
劇
場
を
佐
野
屋
橋
南
詰

(今
の
文
楽
座
の
地
)
へ
新
築
し
て

勧
開
場
の
蓋
を
開
け
る
こ
と
に
怒
っ
た
｡

一
座
は
先
の
顔
憐
れ
に
文
楽
か
ら
掠
っ
た
大
隅
を
加
へ
､
琴
雷
も
近

捻
門
左
衛
門
作

『
団
性
爺
合
戦
』
其
他
を
上
演
.
爾
来
大
正
三
年
に
至
っ
た
が
､
そ
の
間
､
大
隅
の
董
湾
で
の



客
死
､
伊
達
太
夫
の
文
集
入
り
､
経
常

営
｢

の
失
態
縛
川
に
よ
っ
て
､
春
子
､
長
子
等
踏
み
止
っ
て
の
大
苦
戦

も
蓬
に
力
及
ば
ず
､
彦
六
厘
以
水
､
柳
縛
的
で
は
あ
つ
た
が
､
二
厘
封
抗
蹴
技
向
上
を
意
帰
し
た
始
耐
義
太
夫

や
起
門
太
夫
等
の
･.#
狼
は
､
兎
に
角
適
さ
れ
て
躯
た
の
で
あ
つ
た
が
､
と
う
と
う
大
正
三
年
五
月
を
以
て
勧
然

休
船
を
す
る
の
止
む
覆
車
に
至
っ
た
｡
こ
の
瓦
解
直
後
､
近
松
座
代
表
大
株
･.A+
Eで
郷
土
薮
術
の
熱
愛
者
緒
方
.i
;

摘
博
士
を
始
め
島
徳
政
､
八
木
輿
三
郎
氏
は
､
何
と
し
て
も
近
払
座
網
楯
に
愛
着
強
-
､
著
者
に
令
兄
を
申

込

ま
れ
た
､
そ
し
て
物
質
上
の
間
越
は
絶
て
三
人
で
引
受
け
る
か
ら
恩
ふ
存
分
や
つ
て
見
て
は
‥
････と
の
話
｡
そ

こ
で
時
代
封
歴
の
愚
案
を
も
加

へ
､
文
集
塵
と
は
趣
き
を
輿
に
し
た
新
興
行
案
を
立
て
､
逝
松
座
更
生
を
企
て

た
が
､
あ
る
事
惰

(座
員
の
非
磐
道
的
な
臆
病
油
の
崇
-
)
か
ら
中
止
す
る
に
至
っ
た
｡
耐
水
幾
星
霜
､
全
日

本
の
人
形
浄
瑠
璃
は
遂
に
文
楽
座
の
瑚
占
物
と
夜
-
了
つ
て
､

一
の
封
立
す
る
も
の
も
を
く
､
無
歯
争
無
刺
激

の
萄
安
凝
滞
と
云
ふ
情
態
｡
今
の
文
楽
堰
の
場
所
が
曾
て
の
近
松
座
の
本
城
で
あ
-
､
そ
し
て
宿
荷
塵

一
賞
牌

兵
の
討
死
の
跡
と
想
ふ
と
､
奮

者
自
身
に
最
も
因
縁
が
探
か
っ
た
だ
け
に
･･t-
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
･,O
の
夢
の

あ
と
･～
･
の
感
傷
め
い
た
泉
特
に
さ
へ
覆
る
の
で
あ
る
.






