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５
、（
１
）「
北
条
九
代
名
家
功
」

　
「
北
条
九
名
代
名
家
功
」
は
、
芝
居
の
現
場
の
知
識
の
無
い
学
者
や
有
識

者
が
提
唱
し
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
が
乗
り
気
で
あ
っ
た
た
め
、
黙
阿
弥
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
活
歴
物
の
作
品
で
あ
る
。
原
作
は『
太
平
記
』巻
第
五「
関

東
田
楽
賞
翫
の
事
」
で
あ
り
、
全
三
幕
、1884

年
（
明
治
17
年
）
11
月
東
京

猿
若
座
で
初
演
さ
れ
た
「
新
歌
舞
伎
十
八
番
」
の
一
つ
で
あ
る
。

 　

原
作
と
比
す
る
に
、
ど
ち
ら
も
天
狗
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
至
る
ま
で
の
く
だ
り
が
異
な
っ
て
い
る
。
安
達
泰
忠
が
北
条
高
時
の
愛
犬

を
殴
り
殺
し
、
高
時
か
ら
死
罪
を
申
し
渡
さ
れ
る
、
愚
か
な
為
政
者
を
よ
り

具
体
的
に
描
い
た
く
だ
り
は
黙
阿
弥
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
原

作
で
、
天
狗
事
件
の
後
に
、
闘
犬
に
ふ
け
る
高
時
の
愚
か
さ
の
描
写
が
羅
列

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
象
の
羅
列
は
セ
リ
フ
の
中
に
も
見
ら
れ
ず
、

具
体
的
な
場
面
描
写
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
黙
阿
弥
は
、
太
平
記
の

記
述
を
整
理
し
て
ド
ラ
マ
と
し
て
有
効
な
形
に
再
構
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

北
条
高
時
は
、
愛
犬
を
殺
し
た
安
達
泰
忠
を
死
刑
に
し
よ
う
と
す
る
が
、

大
仏
貞
直
と
秋
田
延
明
に
止
め
ら
れ
思
い
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件

に
よ
り
興
が
冷
め
た
た
め
、
愛
妾
の
衣
笠
を
は
じ
め
と
す
る
侍
女
た
ち
の
勧

め
に
よ
り
、
催
馬
楽
を
歌
い
舞
う
。
こ
の
歌
舞
の
際
に
風
で
灯
火
が
消
え
た

た
め
、
侍
女
た
ち
に
灯
火
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
、
侍
女
た
ち
が
取
り

に
行
っ
て
い
る
間
に
天
狗
が
現
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
高
時
に
は
、
天
狗
が
、
自
分
が
各
地
か
ら
呼
び
寄
せ
た
田
楽

法
師
に
し
か
見
え
な
い
。

上
る
り

�
興
に
入
り
た
る
折
こ
そ
あ
れ
、
一
吹
き
吹
き
來
る
小
夜
風
に
、
燈

火
一
度
に
消
え
け
れ
ば
、

ト
風
の
昔
に
な
り
、
燭
薹
の
燈
火
一
時
に
消
え
る
、
こ
れ
に
て
窓

蓋
を
お
ろ
す
。

高
時　

烈
し
き
夜
風
に
燈
薹
の
燈
火
を
一
時
に
消
し
た
る
か
、
早
う
燈
火
を

持
つ
て
來
よ
。

四
人　

は
ツ
、
畏
り
ま
し
た
。

上
る
り

�
燈
火
消
え
て
物
凄
き
闇
を
照
せ
る
電
光
に
、
衣
笠
は
じ
め
怖
気
立

ち
、
打
連
れ
奥
へ
入
り
に
け
る
。

黙
阿
弥
の
幽
霊
と
怪
異
、
維
新
以
後
の
変
遷
（
続
々
）

　
　
　
─ 

日
本
近
現
代
怪
談
文
学
史
10 

─

三
　
浦
　
正
　
雄



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第15号

（
一
八
）

─ 281 ─

ト
風
の
昔
仕
掛
に
て
、
日
覆
よ
り
舞
薹
へ
稻
光
す
る
、
こ
れ
に
て

女
形
皆
々
び
つ
く
り
な
し
、
廊
下
よ
り
下
手
屋
體
へ
は
ひ
る
。

　

�
跡
に
高
時
空
打
ち
仰
ぎ
、（
ト
高
時
空
を
見
上
げ
思
入
あ
つ
て
、）

高
時　

秋
の
習
ひ
と
い
ひ
な
が
ら
見
る
間
に
空
も
搔
き
曇
り
、
冴
え
行
く
月

の
影
も
な
く
物
の
黑
白
も
分
ら
ぬ
に
、
池
中
へ
き
ら
め
く
電
光
は
、

節
の
替
り
に
雷
鳴
な
す
か
、
は
て
物
凄
き
空
合
ぢ
や
な
あ
。

　
　
　
　

ト
脇
息
に
掛
り
居
る
、
こ
れ
に
て
大
薩
摩
に
な
る
。

大
薩
摩

�
そ
れ
一
迅
の
風
に
連
れ
、
空
は
忽
ち
磨
墨
を
流
せ
る
如
く
雲
震
ひ
、

電
光
か
ゞ
や
く
緣
側
へ
、
實
に
高
時
が
驕
慢
の
、
心
に
魔
魅
の
附
入

り
て
か
、
虚
空
遙
か
に
飛
び
來
る
天
狗
。

ト
ド
ロ
�
�
の
や
う
な
風
の
音
稻
光
り
あ
つ
て
、
下
手
日
覆
よ
り

頭
巾
半
面
羽
根
を
負
ひ
し
天
ひ
し
天
狗
一
人
、
早
ぶ
さ
0

0

に
て
二
重

下
手
へ
下
り
る
。

上
る
り

�
妖
魔
の
術
に
惑
さ
れ
田
樂
法
師
と
高
時
が
、
目
に
は
見
ゆ
る
か
打

ち
悅
び
。

　
　
　
　
（
ト
高
時
天
狗
を
見
て
、）

　
　
　

お
ゝ
、
汝
は
春
日
の
田
樂
法
師
南
圓
坊
か
、
よ
く
參
つ
た
。

　
　
大
薩
摩

�
叉
も
こ
な
た
へ
突
然
と
、
怪
し
の
姿
顯
は
す
天
狗
、

ト
ド
ロ
�
�
の
や
う
な
風
の
昔
稻
光
り
に
て
、
上
手
へ
同
じ
こ
し

ら
へ
の
天
狗
す
つ
ぽ
ん
に
て
出
る
、
高
時
見
て
、

　
　
　

お
ゝ
、
住
吉
の
田
樂
法
師
、
東
江
坊
參
り
し
か
。
兩
人
共
待
っ
て
居

つ
た
、
さ
ゝ
、
近
う
參
れ
�
�
。

　
　
上
る
り

�
見
返
る
後
に
數
多
の
天
狗
、
高
時
ぞ
く
�
�
打
ち
悦
び
、

此
の
内
や
は
り
風
の
音
に
て
、
後
上
下
へ
同
じ
こ
し
ら
へ
の
天
狗

出
で
、
下
に
居
る
。

高
時
左
右
を
振
返
り
見
て
悦
び
、

　
　
　

や
、
何
時
の
間
に
か
兩
派
の
法
師
、
打
ち
揃
う
て
、
よ
く
參
つ
た

�
�
。

ト
床
下
座
好
み
の
合
方
に
て
、
高
時
天
狗
の
言
ふ
を
聞
く
思
入
あ

つ
て
、

　
　
　

な
に
、
神
樂
唄
に
な
ぞ
ら
へ
て
浪
華
江
と
い
ふ
新
曲
を
物
せ
し
と
は

面
白
し
、
幸
ひ
徒
然
の
折
な
れ
ば
、
こ
れ
に
て
そ
れ
を
舞
う
て
見
せ

や
れ
、
な
に
、
そ
の
浪
華
江
を
予
に
敎
へ
、
祕
曲
を
傳
授
な
す
と
申

す
か
、
お
ゝ
學
ば
う
と
も
�
�
、
予
も
此
の
程
よ
り
稽
古
の
功
積
み

餘
程
上
達
な
し
た
る
ぞ
。
お
ゝ
、
高
足
を
履
き
劍
を
拔
き
、
品
玉
を

い
だ
す
な
ど
は
下
賤
の
業
に
て
見
所
な
し
、
神
樂
催
馬
樂
な
ど
に
よ

り
唄
ひ
物
の
あ
る
方
が
遙
に
勝
り
て
興
深
し
春
日
住
吉
兩
派
の
者
が
、

物
せ
し
と
あ
る
か
ら
は
定
め
て
巧
み
な
こ
と
で
あ
ら
う
、
其
の
新
曲

を
勤
め
て
見
せ
よ
、
さ
あ
�
�
早
く
所
望
ぢ
や
�
�
。

　
　
大
薩
摩

�
所
望
々
々
と
高
時
が
、
促
す
詞
に
う
な
づ
き
合
ひ
、

　
　
上
る
り

�
聲
う
ら
枯
れ
し
天
狗
等
が
、
唄
ふ
唱
歌
ぞ
怪
し
け
れ
。

ト
こ
れ
に
て
前
の
天
狗
二
人
立
上
り
、
前
へ
出
る
、
拍
板
の
入
り

し
鳴
物
に
な
り
、

大
薩
摩

�
住
の
江
の
松
は
と
こ
し
な
へ
に
い
と
古
し
、
松
は
と
こ
し
な
へ
に

い
と
古
し
、
お
ん
そ
れ
な
�
�
。

　
　
上
る
り

�
神
の
御
惠
み
海
よ
り
深
い
、
世
さ
は
靜
に
は
れ
波
た
ゝ
ず
、

大
薩
摩

�
心
安
ら
に
、
安
ら
に
民
も
、
枕
よ
う
し
て
夜
さ
い
ね
る
、
お
ん
そ

れ
な
�
�
。

ト
天
狗
二
人
に
て
掛
り
、
よ
き
程
に
高
時
心
浮
れ
し
思
入
に
て
此

の
中
へ
入
り
一
緒
に
振
り
に
な
る
。
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上
る
り

�
賴
み
甲
斐
な
の
浮
世
の
中
は
、

　
　
大
薩
摩

�
變
り
易
さ
よ
秋
の
空
、
あ
は
れ
月
影
雲
間
に
入
り
て
、

　
　
上
る
り

�
時
雨
さ
そ
う
て
、
さ
そ
う
て
風
が
、

　
　
大
薩
摩

�
梢
落
と
せ
ば
、
は
れ
波
立
ち
て
、

　
　
上
る
り

�
蘆
の
葉
音
の
さ
わ
が
し
く
、

　
　
大
薩
摩

�
音
に
お
ど
ろ
く
む
ら
�
�
鷗
、

　
　
上
る
り

�
共
に
音
を
鳴
く
、
音
を
鳴
く
干
鳥
、

ト
此
の
内
高
時
二
人
の
天
狗
を
相
手
に
振
り
あ
つ
て
、
蘆
の
葉
音

の
騒
が
し
く
と
い
ふ
頃
よ
り
、
薄
ド
ロ
�
�
稻
光
を
あ
し
ら
ひ
、

む
ら
�
�
鷗
と
い
ふ
件
へ
四
人
の
天
狗
飛
ん
で
出
で
、
ち
よ
つ
と

振
り
あ
つ
て
浄
瑠
璃
の
切
れ
大
薩
摩
竹
本
の
打
合
せ
の
合
方
へ
凄

き
誂
へ
の
鳴
物
を
冠
せ
、
天
狗
高
時
を
惱
ま
す
こ
と
あ
つ
て
、
皆

俯
伏
し
に
な
る
、
高
時
見
え
ぬ
思
入
に
て
尋
ね
廻
る
、
天
狗
出
で

邪
魔
を
な
す
、
始
終
狂
ひ
の
や
う
な
る
烈
し
き
振
り
あ
つ
て
高
時

疲
れ
し
思
入
、
此
の
内
下
手
よ
り
以
前
の
衣
笠
○
△
の
侍
女
二
人

雪
洞
を
持
ち
出
來
り
、
下
手
杉
戸
の
隙
よ
り
内
を
覗
き
、
び
つ
く

り
な
し
て
下
手
へ
逃
げ
て
は
ひ
る
。

　
　
上
る
り

�
風
に
揉
ま
れ
て
飛
び
交
ふ
さ
ま
は
、

　
　
大
薩
摩

�
實
に
や
軍
も
斯
く
ば
か
り
、
あ
は
れ
斯
く
や
と
澪
標
、

ト
此
の
内
高
時
だ
ん
�
�
に
疲
れ
し
思
入
に
て
ど
う
と
な
る
。

　
　
上
る
り

�
天
狗
は
笑
壷
に
手
拍
子
打
ち
、

　
　
　

�
天
王
寺
の
や
、
妖
靈
星
を
見
ざ
る
か
�
�
�
�
。

ト
こ
れ
を
繰
返
し
囃
し
立
て
る
、
高
時
立
上
る
を
突
倒
し
て
囃
し

立
て
る
、
又
高
時
立
上
る
を
引
倒
し
て
囃
し
立
て
る
、
高
時
ひ
よ

ろ
�
�
と
な
り
苦
し
き
思
入
、
此
の
時
下
手
よ
り
以
前
の
城
之
介

入
道
先
き
に
近
習
四
人
雪
洞
を
持
ち
、
衣
笠
附
添
ひ
出
で
、
城
之

介
戸
の
隙
よ
り
内
を
窺
ひ
、

城
之　

い
で
や
化
生
を
見
顯
は
さ
ん
。

　
　
大
薩
摩

�
い
ふ
聲
聞
き
て
天
狗
等
は
、
掻
き
消
す
如
く
失
せ
に
け
り
。

ト
ド
ロ
�
�
に
な
り
上
手
へ
誂
へ
の
煙
り
を
出
し
、
天
狗
は
此
の

内
へ
消
え
る
。
高
時
は
俯
伏
に
な
り
居
る
、
下
手
杉
戸
を
明
け
、

城
之
介
入
道
先
き
に
皆
々
内
へ
は
ひ
り
、 

（
308
︱
309
頁
）

　

城
之
介
と
近
習
四
人
が
や
っ
て
き
て
、城
之
介
が
「
化
生
を
見
て
や
ろ
う
」

と
い
う
と
、
天
狗
た
ち
は
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
あ
と
に
は
お

び
た
だ
し
い
獣
の
足
跡
が
残
っ
て
お
り
、
高
時
も
「
こ
れ
に
獣
跡
殘
り
あ
れ

ば
天
狗
が
來
る
に
疑
ひ
な
し
、
北
條
九
代
連
綿
た
る
執
權
職
高
時
が
、
好
め

る
道
に
魂
奪
は
れ
、
魔
界
の
天
狗
に
欺
か
れ
し
か
。」
と
歯
噛
み
し
て
悔
し

が
る
。
そ
こ
へ
、
天
狗
の
笑
い
声
が
稲
光
と
と
も
に
響
き
渡
る
。

　

原
作
の
『
太⑴

平
記
』
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
原
作
で
は
高
時
の
舞
を
も
て

は
や
し
た
田
楽
法
師
の
正
体
が
天
狗
で
あ
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
黙

阿
弥
版
で
は
、
最
初
か
ら
高
時
の
舞
を
見
て
い
た
田
楽
法
師
と
田
楽
法
師
に

化
け
た
天
狗
は
別
物
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
高
時
が
舞
っ
て
い
る
時

に
灯
火
が
消
え
て
稲
光
が
走
り
、
次
々
に
新
た
に
田
楽
法
師
が
や
っ
て
来
る

が
、
こ
の
新
た
に
訪
れ
た
田
楽
法
師
の
正
体
が
天
狗
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
原
作
で
は
高
時
が
舞
い
、
天
狗
は
歌
っ
て
い
る
が
、
黙
阿
弥
版
で

は
高
時
と
と
も
に
天
狗
も
舞
い
、
天
狗
は
高
時
の
舞
の
邪
魔
を
し
た
あ
げ
く

何
度
も
突
き
倒
し
さ
え
す
る
。

　

原
作
で
は
、
宴
に
同
席
し
て
い
な
か
っ
た
「
あ
る
女
房
」
が
、
高
時
の
舞

に
合
わ
せ
て
歌
う
田
楽
法
師
た
ち
の
歌
が
あ
ま
り
に
面
白
い
の
で
、
障
子
の
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破
れ
目
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、「
異
類
異
形
の
鳶
」
が
山
伏
の
姿
で
現
れ
て

い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
天
狗
は
、
空
中
を
飛
翔
す
る
こ
と
か
ら
、
鳶
の

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
黙
阿
弥
版

で
は
、
消
え
た
灯
火
の
代
わ
り
に
雪
洞
を
持
っ
て
き
た
衣
笠
の
侍
女
二
人
が

部
屋
の
中
を
の
ぞ
き
、
歌
い
踊
る
天
狗
を
見
て
驚
く
。

　

ま
た
、
原
作
で
は
「
あ
る
女
房
」
が
城
入
道
（
安
達
時
顕
）
に
報
告
し
、

そ
れ
を
聞
い
た
城
入
道
が
太
刀
を
取
っ
て
荒
々
し
く
入
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、

天
狗
は
か
き
消
す
よ
う
に
消
え
て
い
る
。
一
方
、
黙
阿
弥
版
で
は
、
侍
女
二

人
か
ら
天
狗
が
い
る
と
い
う
報
告
を
受
け
て
、
城
之
介
を
先
頭
に
衣
笠
と
侍

女
四
人
が
部
屋
に
や
っ
て
く
る
が
、
城
之
介
の
「
化
生
」
を
見
て
や
ろ
う
と

い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
天
狗
は
消
え
失
せ
る
。

　

総
じ
て
黙
阿
弥
版
は
、
怪
異
な
事
件
が
原
作
と
比
し
て
事
細
か
に
描
か
れ

て
お
り
、
漸
層
法
的
に
怪
異
な
事
態
を
進
行
さ
せ
て
ゆ
き
、
少
し
ず
つ
現
実

感
を
醸
成
し
な
が
ら
ド
ラ
マ
を
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

城
之
介
の
台
詞
に
天
王
寺
の
妖
霊
星
の
話
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
、『
太

平
記
』
に
お
い
て
こ
の
物
語
の
後
に
妖
霊
星
の
歴
史
的
な
記
述
が
あ
る
こ
と

と
対
応
し
て
い
る
。

　

活
歴
物
で
あ
る
「
北
条
名
家
九
代
功
」
に
対
し
て
、
怪
異
を
描
い
た
謡
曲

を
歌
舞
伎
化
し
た
松
羽
目
物
も
存
在
す
る
。「
土
蜘
」「
茨
木
」「
船
弁
慶
」「
紅

葉
狩
」
の
四
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
怪
異
を
描
い
た
作
品
と
し
て

は
、『
平
家
物
語
』
を
原
拠
と
し
た
「
戻
橋
」、
そ
し
て
民
間
伝
承
を
原
拠
と

し
た
「
一
つ
家
」
が
あ
る
。

（
２
）「
土
蜘
」

　
「
土
蜘
」
は
、「
新
古
典
演
劇
十
種
」（
歌
舞
伎
で
、
市
川
家
の
歌
舞
伎
十
八

番
に
対
抗
し
て
、
5
世
お
よ
び
6
世
尾
上
菊
五
郎
が
選
ん
だ
尾
上
家
の
家
芸

十
演
目
。）
の
一
作
と
し
て
作
ら
れ
た
脚
本
で
あ
る
。
歌
舞
伎
舞
踊
の
う
ち

長
唄
で
あ
り
、
河
竹
黙
阿
弥
が
作
詞
し
3
世
杵
屋
正
次
郎
が
作
曲
し
た
。
明

治
14
年
（1881

）
東
京
新
富
座
で
初
演
さ
れ
る
。
こ
の
話
の
大
元
は
『
平
家

物
語
』
で
あ
る
が
、
直
接
の
原
典
は
謡
曲
の
「
土⑵

蜘
蛛
」
で
あ
り
、
こ
れ
を

舞
踊
化
し
た
松
羽
目
（
ま
つ
ば
め
）
物
で
あ
る
。
源
頼
光
が
病
に
伏
す
が
そ

の
原
因
は
土
蜘
蛛
で
あ
っ
た
。
平
井
保
昌
と
四
天
王
は
、
祈
祷
に
訪
れ
て
い

た
老
僧
が
そ
の
化
身
だ
と
見
破
っ
て
切
り
つ
け
、
逃
げ
た
土
蜘
蛛
の
住
処
を

襲
っ
て
退
治
す
る
。

　

こ
の
作
品
以
降
、
浄
瑠
璃
・
所
作
事
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
が
多
く
な
る
。

黙
阿
弥
は
、
近
代
の
怪
異
を
圧
殺
す
る
風
潮
に
対
し
て
、「
神
経
病
」
と
言
う

時
代
に
迎
合
し
た
形
で
怪
異
を
描
く
よ
り
も
、
古
典
の
世
界
の
様
式
美
と
し

て
舞
踊
に
よ
っ
て
怪
異
を
描
く
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

　

河
竹
登
志
夫
『
黙⑶

阿
弥
』
に
は
、「
黙
阿
弥
の
芝
居
は
残
り
、
新
古
演
劇
十

種
や
新
歌
舞
伎
十
八
番
な
ど
の
お
家
芸
に
選
ば
れ
、
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
て

い
る
。
黙
阿
弥
の
芝
居
の
内
か
な
り
の
も
の
が
明
治
以
降
に
書
か
れ
た
と
い

う
の
も
、
驚
き
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
演
劇
改
良
運
動
に
よ
っ
て
、
庶
民
の

娯
楽
で
あ
っ
た
歌
舞
伎
が
上
流
階
級
の
観
劇
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ノ
に
改
変
さ

れ
る
過
程
で
多
く
書
か
れ
た
の
が
、
能
・
狂
言
を
題
材
に
能
舞
台
を
真
似
た

舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
松
羽
目
物
で
、
黙
阿
弥
の
書
い
た
土
蜘
や
船
弁
慶
、
釣

狐
、
茨
木
も
そ
の
流
れ
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
」
と
あ
る
。

　
「
土
蜘
」
の
物
語
は
、
病
で
床
に
就
く
源
頼
光
と
平
井
保
昌
の
会
話
に
始
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ま
る
。

　

頼
光
と
保
昌
の
会
話
で
、
薬
に
よ
っ
て
頼
光
の
病
状
が
好
転
し
な
か
っ
た

た
め
、
物
の
怪
の
祟
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
高
僧
た
ち
に
祈
祷
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
良
く
な
っ
た
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
。

　

や
が
て
頼
光
の
休
息
の
た
め
に
保
昌
が
下
が
り
、
代
わ
っ
て
侍
女
胡
蝶
が

現
れ
る
。

　

胡
蝶
が
下
が
っ
た
後
、
頼
光
は
急
に
病
状
が
悪
化
し
、
そ
こ
へ
西
塔
に
住

む
と
言
う
謎
の
僧
が
出
現
す
る
。
西
塔
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
西
部
地
域
で
あ

り
、
寶
幢
院
は
西
塔
の
総
称
で
あ
る
。

　

謡
曲
「
土
蜘
蛛
」
で
は
、
上
歌
の
間
に
胡
蝶
が
姿
を
消
し
、
土
蜘
蛛
と
入

れ
替
わ
る
。
し
か
し
、
胡
蝶
が
姿
を
消
す
こ
と
は
謡
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
シ

テ
の
謡
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
が
、「
土
蜘
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　
　

�
月
清
き
夜
半
と
も
見
え
ず
雲
霧
の
、
掛
れ
ば
曇
る
心
か
な
、
�
今

ま
で
明
き
燈
火
の
、影
さ
へ
く
ら
き
枕
邊
に
、一
人
の
僧
の
佇
み
て
、）

（
ト
此
内
花
道
よ
り
、
僧
智
籌
出
で
來
り
、
舞
台
へ
佇
み
て
、）

智
籌　

い
か
に
賴
光
、
御
心
地
は
何
と
御
入
り
侯
ぞ
。

　
　
　

�
尋
ぬ
る
聲
に
現
と
も
、
夢
と
も
わ
か
ず
打
見
や
り
、

賴
光　

あ
ゝ
ら
心
得
ぬ
事
に
て
候
、
人
に
變
れ
る
僧
侶
に
は
、
何
れ
よ
り
し

て
參
ら
れ
し
ぞ
。

智
籌　

こ
れ
は
比
叡
山
の
西
塔
、
寶
幢
院
の
學
寮
に
住
む
、
智
籌
と
申
す
僧

に
て
候
。

賴
光　

何
ゆ
ゑ
あ
つ
て
夜
陰
に
及
び
、
我
が
館
へ
參
ら
れ
候
ぞ
。

智
籌　

承
は
れ
ば
賴
光
朝
臣
は
、
重
き
病
に
臥
し
た
ま
ひ
、
醫
療
業
を
盡
す

と
雖
、
其
効
驗
あ
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
、
物
の
怪
の
祟
り
と
て
、
諸
寺
諸
山

に
て
高
僧
貴
僧
が
、
惡
鬼
退
散
の
法
を
修
せ
ど
、
未
だ
全
快
あ
ら
ざ

る
よ
し
、
猶
も
祈
念
を
い
た
さ
ば
や
と
、
今
宵
館
へ
參
り
て
候
。

賴
光　

そ
れ
は
よ
く
こ
そ
參
ら
れ
た
り
、
諸
寺
諸
山
の
其
内
に
も
わ
き
て
叡

山
は
尊
き
御
寺
、
國
家
鎮
護
の
祈
願
所
に
て
然
も
王
城
の
鬼
門
に
當

れ
り
。

智
籌　

東
北
の
間
鬼
門
の
方
に
一
宇
を
建
立
な
す
事
は
、
古
き
例
の
あ
る
事

に
て
、
既
に
天
竺
の
霊
鷲
山
は
、
王
舎
城
の
鬼
門
に
當
り
、
叉
唐
土

の
天
台
山
は
長
安
城
の
鬼
門
に
當
り
、
我
が
日
の
本
の
比
叡
山
は
平

安
城
の
鬼
門
に
し
て
、
朝
廷
本
命
の
靈
場
な
り
。

賴
光　

見
受
け
し
所
高
僧
に
は
道
徳
備
は
る
权
者
と
覺
ゆ
、
定
め
て
壮
年
の

頃
よ
り
し
て
佛
法
修
行
の
其
爲
に
、
諸
國
を
經
歴
召
さ
れ
候
は
ん
。

智
籌　

如
何
に
も
朝
臣
の
仰
せ
の
如
く
、
我
も
由
あ
る
武
士
の
家
に
產
れ
候

ひ
し
が
、
父
な
る
者
の
菩
提
の
爲
、
一
子
出
家
な
す
時
は
九
族
天
に

生
ず
と
い
ふ
、
敎
へ
に
依
っ
て
剃
髪
な
し
、

　
　
　

�
身
は
雲
水
の
定
め
な
く
、
樹
下
石
上
に
墨
染
の
、
衣
露
け
き
旅
の

空
、

　
　
　

�
き
の
ふ
は
法
の
陸
の
奥
、
千
松
島
に
杖
を
曳
き
、
け
ふ
は
行
方
も

不
知
火
の
、
心
筑
紫
に
足
を
止
め
。

　
　
　

春
の
花
秋
の
月
、
人
は
稱
へ
て
愛
れ
ど
も
、

　
　
　

�
塵
の
浮
世
を
遁
れ
て
は
、
樂
し
か
ら
ね
ば
目
も
止
ら
ず
、
降
り
積

む
雪
に
薪
水
の
、
行
を
我
が
身
に
た
く
ら
べ
て
、
道
な
き
山
に
分
け

登
り
、
又
は
船
な
き
川
を
渡
り
、
風
に
吹
か
れ
雨
に
打
た
れ
、
難
行

苦
行
の
功
積
み
て
、
比
叡
山
へ
立
歸
り
、
遊
學
な
し
て
候
な
り
。

賴
光　

斯
か
る
尊
き
高
僧
の
祈
念
を
受
く
る
は
忝
け
な
し
、
い
ざ
修
法
を
賴

み
た
し
。
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智
籌　

そ
れ
は
何
よ
り
易
き
事
な
り
、
五
大
明
王
を
本
尊
と
な
し
修
す
る
な

り
。

頼
光　

其
五
大
明
王
と
は
。

智
籌　

東
方
降
三
世
明
王
、
南
方
軍
吒
利
夜
叉
明
王
、
西
方
大
威
德
明
王
、

北
方
金
剛
夜
叉
明
王
、
中
央
大
聖
不
動
明
王
、
是
れ
五
大
明
王
に
し

て
東
西
南
北
中
央
と
、
五
ケ
所
へ
五
壇
を
設
け
、
護
摩
を
上
げ
て
修

す
る
な
り
。

頼
光　

し
て
、
降
三
世
明
王
と
は
。

智
籌　

尊
容
三
面
八
臂
に
し
て
、
三
世
は
所
謂
貪
婪
痴
、
此
三
毒
を
降
ず
る

ゆ
ゑ
降
三
世
と
是
れ
を
名
付
く
。

頼
光　

し
て
又
軍
吒
利
夜
叉
明
王
と
は
。

智
籌　

尊
容
則
ち
六
臂
に
て
、
左
り
の
肩
に
輪
寶
あ
り
、
一
切
の
阿
修
羅
悪

鬼
神
を
擢
伏
す
。

頼
光　

し
て
大
威
德
明
王
は
。

智
籌　

尊
容
三
面
六
臂
に
し
て
、
惡
龍
毒
蛇
を
摧
伏
す
。

頼
光　

し
て
�
�
金
剛
夜
叉
明
王
は
。

智
籌　

尊
容
同
じ
く
三
面
六
臂
、
左
り
の
御
手
に
輪
賓
を
捧
げ
、
右
の
手
に

矢
を
持
し
た
り
。

頼
光　

中
央
不
動
明
王
は
。

智
籌　

尊
容
憤
怒
の
形
相
に
て
、
左
り
に
慈
悲
の
繩
を
携
へ
、
右
に
降
魔
の

利
劍
を
持
ち
、
一
切
の
鬼
魅
諸
障
惱
者
を
降
伏
す
。

頼
光　

天
部
の
神
に
も
本
地
あ
り
と
、
承
は
り
及
び
し
が
、
五
大
明
王
に
も

本
地
あ
り
や
。

智
籌　

五
大
明
王
に
も
本
地
あ
り
、
降
三
世
は
東
方
の
阿
闍
佛
、
軍
吒
利
夜

叉
は
南
方
の
寶
生
佛
、
大
威
徳
は
西
方
の
阿
弥
陀
佛
、
金
剛
夜
叉
は

北
方
の
釋
迦
佛
、
不
動
明
王
は
中
央
大
日
如
來
の
敎
化
大
慈
大
悲
の

誓
願
な
り
、
斯
か
る
尊
き
明
王
を
本
尊
と
な
し
奉
り
、
護
摩
を
上
げ

て
祈
念
な
さ
ば
、
悪
鬼
羅
刹
魑
魅
魍
魎
天
魔
破
旬
の
鬼
神
な
り
と
も
、

修
力
を
以
て
立
所
に
退
散
な
さ
ん
事
疑
ひ
な
し
。
い
で
�
�
五
大
明

王
を
祈
り
て
、
障
礙
を
拂
ひ
申
さ
ん
。

　
　
　

�
最
多
角
の
珠
數
携
へ
て
、
賴
光
朝
臣
の
御
前
近
く
、
進
み
寄
り
し

其
影
の
、
最
も
怪
し
く
見
え
け
れ
ば
、

　
　
　
　

ト
此
内
智
籌
、
賴
光
の
前
へ
寄
添
ふ
。 

（
326
︱
327
頁
）

　

五
大
明
王
を
本
尊
と
し
て
、
悪
魔
・
外
道
・
怨
敵
な
ど
を
鎮
め
る
た
め
に

行
う
修
法
は
降
伏
法
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
明
王
を
個
別
に
祀
っ
て
護
摩
修

法
を
行
う
場
合
は
五
壇
法
と
言
い
、
国
家
安
穏
を
祈
願
す
る
の
が
通
常
で
あ

る
。こ
こ
で
は
、個
人
の
病
気
平
癒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
五
壇
法
に
よ
っ

て
源
頼
光
の
病
気
平
癒
を
祈
念
す
る
と
い
う
。
確
か
に
源
頼
光
は
朝
家
の
守

護
を
す
る
武
士
団
の
棟
梁
で
あ
り
、
国
家
の
重
要
人
物
で
は
あ
る
も
の
の
、

頼
光
宅
で
国
家
安
穏
の
護
摩
を
焚
く
と
い
う
の
は
大
仰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
も
、
当
初
は
五
大
明
王
を
祀
っ
て
五
壇
の
護
摩
に
お
い
て
修
法
す
る

と
言
っ
て
い
た
の
に
、
智
籌
は
五
大
明
王
に
祈
っ
て
障
礙
を
拂
う
と
言
い
な

が
ら
頼
光
に
近
付
い
て
く
る
の
で
あ
る
。案
の
定
、僧
の
影
は
僧
で
は
な
か
っ

た
。

刀
持　

な
う
�
�
我
が
君
、
御
油
斷
あ
る
な
。

頼
光　

な
に
、
油
斷
す
な
と
は
。

刀
持　

火
影
に
う
つ
る
僧
の
姿
、
い
と
�
�
怪
し
く
存
じ
侯
。

　
　
　

�
怪
し
む
詞
に
驚
き
て
、
袖
を
返
せ
ば
傍
な
る
、
燈
火
は
た
と
消
え
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に
け
る
。

頼
光　

風
も
吹
か
ぬ
に
燈
火
の
、
消
え
し
は
化
生
の
業
な
る
か
。

智
籌　

や
あ
愚
な
る
仰
せ
よ
な
、
我
が
な
す
業
と
知
ら
ざ
る
か
。

頼
光　

左
い
ふ
汝
は
何
者
よ
な
。

智
籌　

我
が
背
子
が
來
べ
き
宵
な
り
、
さ
ゝ
が
に
の
、

頼
光　

蜘
蛛
の
振
舞
か
ね
て
よ
り
、

　
　
　

�
知
ら
ぬ
と
い
ふ
に
犹
近
附
く
、
姿
は
蜘
の
如
く
に
て
、
�
掛
く
る

や
千
筋
の
絲
筋
に
、
五
體
を
包
み
身
を
苦
し
む
。（
ト
此
内
智
籌
巢

を
出
す
。）

　
　
　

�
頼
光
化
生
と
見
る
よ
り
も
、
枕
邊
に
あ
る
膝
丸
を
、
拔
き
開
い
て

丁
と
切
れ
ば
、
�
身
を
躍
ら
し
て
背
く
る
所
を
、
續
け
ざ
ま
に
薙
ぎ

伏
せ
つ
ゝ
、
得
た
り
や
應
と
罵
し
る
聲
に
、
�
叉
立
掛
れ
ど
、
膝
丸

の
、
劍
の
威
德
に
叶
は
じ
と
、
形
は
消
え
て
失
せ
に
け
り
�
�
。（
ト

此
内
智
籌
叉
巢
を
出
し
、立
廻
り
あ
つ
て
花
道
へ
這
入
る
。）（
328
頁
）

　

こ
こ
に
登
場
す
る
古
歌
は
、『
日
本
書
紀
』『
古
今
和
歌
集
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
和
歌
の
上
の
句
で
あ
る
。
衣
通
郎
姫
が
允
恭
天
皇
に
対
し
て
詠
ん
だ

恋
歌
「
我
が
背
子
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
に
の　

蜘
蛛
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね

て
知
る
し
も
」
で
あ
る
。

　

膝
丸
と
い
う
刀
は
、
源
氏
に
伝
わ
る
名
刀
で
、
平
安
時
代
に
源
満
仲
が
作

ら
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
蜘
蛛
の
逸
話
に
お
い
て
土
蜘
蛛
を
切
っ
た

こ
と
か
ら
蜘
蛛
切
に
変
わ
る
が
、
そ
の
後
も
、
他
の
逸
話
を
受
け
て
吠
丸
、

薄
緑
と
変
化
し
た
。
こ
の
次
第
は
、『
平⑷

家
物
語
』（『
屋
代
本
平
家
物
語
』

『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』『
源
平
盛
衰
記
』）「
剣
の
巻
」
に
登
場
す
る
。

　
　
　

�
君
の
御
聲
訝
く
、
詰
所
に
控
へ
し
保
昌
が
、
押
取
り
刀
に
馳
せ
來

り
、

　
　
　
（
ト
下
手
よ
り
保
昌
出
で
、）

保
昌　

只
今
君
の
御
聲
高
く
、
詰
所
へ
聞
え
候
程
に
、
急
い
で
是
れ
へ
參
り

て
候
。

頼
光　

よ
く
ぞ
保
昌
參
り
た
り
。

保
昌　

し
て
、
何
事
に
て
候
ぞ
。

頼
光　

苦
し
か
ら
ず
候
ゆ
ゑ
、
語
り
て
聞
か
せ
申
す
べ
し
。
保
昌
近
う
來
り

候
へ
。

保
昌　

心
得
申
し
て
候
。（
ト
合
方
に
な
り
、）

頼
光　

扨
も
今
宵
夜
半
の
頃
、
誰
と
も
知
ら
ぬ
僧
の
來
り
て
、
我
が
病
を
問

ふ
ゆ
ゑ
に
、
夜
陰
に
及
び
何
れ
よ
り
、
僧
に
は
是
れ
へ
來
り
し
と
、

尋
ね
問
へ
ば
殊
勝
氣
に
、
比
叡
山
の
西
塔
よ
り
物
の
怪
の
崇
り
を
ば

退
け
ん
爲
來
り
し
と
、
申
す
詞
の
訝
し
さ
に
、
詞
巧
み
に
佛
門
の
祈

念
の
法
を
尋
ね
し
に
、
問
ひ
に
任
せ
て
一
々
答
へ
、
軈
て
障
礙
を
拂

は
ん
と
、
我
を
目
掛
け
て
立
ち
寄
り
し
、
僧
は
其
儘
七
尺
ば
か
り
の
、

蜘
の
形
も
鬼
形
に
變
じ
、
我
に
千
筋
の
絲
を
繰
掛
け
五
體
を
包
み
、

身
を
苦
し
め
し
を
事
と
も
な
さ
ず
、
枕
邊
の
膝
丸
取
つ
て
切
附
け
し

が
、
化
生
は
恐
れ
て
忽
ち
に
掻
き
消
す
如
く
消
え
失
せ
た
り
。

保
昌　

さ
て
は
今
宵
我
が
君
に
、
障
礙
を
爲
さ
ん
と
來
り
し
は
、
年
經
る
蜘

で
候
ひ
し
か
。

刀
持　

火
影
に
う
つ
る
僧
の
影
い
と
も
怪
し
く
見
え
け
る
ゆ
ゑ
、
君
に
お
知

ら
せ
申
し
て
候
。

保
昌　

い
し
く
も
汝
認
め
し
ぞ
、
天
晴
な
り
け
る
手
柄
な
り
。

賴
光　

此
程
よ
り
の
瘧
病
は
、
彼
れ
が
障
礙
を
な
し
つ
る
か
、
思
へ
ば
不
思
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議
な
事
に
て
候
、
か
や
う
な
事
に
先
蹤
あ
り
や
。

　
　
　

�
問
は
せ
た
ま
へ
ば
保
昌
は
、
打
ち
頷
い
て
座
を
進
み
、

保
昌　

斯
か
る
例
も
な
き
に
あ
ら
ず
。

　
　
　

�
昔
人
皇
の
初
め
と
か
や
、
紀
伊
國
名
草
の
郡
、
高
野
の
林
と
い
へ

る
所
に
、
二
丈
餘
り
の
蜘
蛛
あ
り
、
手
足
は
長
く
力
量
勝
れ
、
網
を

張
る
こ
と
數
里
に
し
て
、
往
来
の
人
を
慘
害
な
す
。

　
　
　

�
是
れ
に
依
つ
て
勅
命
下
り
、
官
兵
彼
の
地
へ
馳
せ
向
ひ
、
四
方
へ

鐡
の
網
を
張
り
、

　
　
　

鐡
湯
を
沸
し
て
責
め
し
か
ば
、

　
　
　

�
何
か
は
以
て
堪
る
べ
き
、
蜘
蛛
は
悶
え
苦
し
み
て
、
終
に
其
身
は

焼
け
爛
れ
。

　
　
　

果
敢
な
く
命
を
捨
て
し
由
、
故
老
の
者
の
談
柄
に
承
は
り
て
候
な
り
。

賴
光　

そ
れ
に
劣
ら
ぬ
蜘
の
障
礙
を
、
今
宵
切
拂
ひ
候
ひ
し
は
、
是
れ
ぞ
劍

の
奇
特
ゆ
ゑ
、
今
日
よ
り
し
て
膝
丸
を
、
蜘
切
と
名
附
く
べ
し
。

保
昌　

今
に
始
め
ぬ
君
の
御
威
光
、
叉
膝
丸
の
劍
の
奇
特
、
蒡
々
御
家
の
譽

れ
な
り
。

賴
光　

切
附
け
し
時
、
正
に
手
應
へ
な
し
た
れ
ば
、
血
汐
は
流
れ
あ
ら
ざ
る

や
。

保
昌　

仰
せ
の
如
く
此
邊
に
怪
し
か
ら
ず
血
の
滴
り
候
、
是
れ
を
慕
ひ
て
障

擬
な
す
、
蜘
の
在
所
を
た
ん
だ
い
て
、
退
治
な
さ
う
と
存
じ
候
。

賴
光　

い
し
く
も
保
昌
申
し
た
り
、
血
汐
を
慕
ひ
行
方
を
尋
ね
、

保
昌　

四
天
王
と
諸
共
に
、

賴
光　

疾
く
�
�
蜘
を
退
治
候
へ
。

保
昌　

心
得
申
し
て
候
。

　
　
　

�
君
命
受
け
て
保
昌
は
、
勇
み
進
ん
で
走
り
行
く
。（
ト
保
昌
下
手

へ
這
入
る
。）

　
　
　

�
賴
光
朝
臣
も
席
を
替
へ
、
奥
殿
深
く
入
り
た
ま
ふ
。（
ト
賴
光
太

刀
持
下
手
へ
這
る
。）

　
　
　

�
程
も
あ
ら
せ
ず
廣
庭
へ
、
土
蜘
退
治
の
供
觸
れ
に
、
從
者
の
兵
卒

立
ち
出
で
ゝ
、 

（
328
︱
329
頁
）

　

保
昌
の
セ
リ
フ
に
あ
る
古
代
の
ま
つ
ろ
わ
ぬ
民
と
し
て
の
土
蜘
蛛
に
つ
い

て
の
く
だ
り
は
、
謡
曲
に
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
謡
曲
に
お
い
て
は
、
土

蜘
蛛
征
伐
の
行
く
先
が
葛
城
山
に
な
っ
て
い
て
、
後
の
土
蜘
蛛
と
の
戦
い
に

お
い
て
、
土
蜘
蛛
の
セ
リ
フ
と
し
て
古
代
の
土
蜘
蛛
の
物
語
が
歌
わ
れ
て
い

る
。

　
「
紀
伊
の
國
名
草
の
郡
、
高
野
の
林
」
と
土
蜘
蛛
の
故
事
が
語
ら
れ
る
部

分
は
謡
曲
に
は
な
く
、『
源⑸

平
盛
衰
記
』十
七「
謀
叛
素
懐
を
遂
げ
ざ
る
事
」に
、

「
日
本
磐
余
彦
尊
の
御
宇
四
年
己
未
の
歳
の
春
、
紀
伊
国
名
草
郡
高
野
の
林

に
土
蜘
蛛
あ
り
き
。
身
短
く
手
足
長
く
し
て
力
人
に
勝
れ
た
り
。
皇
化
に
従

は
ざ
り
け
れ
ば
官
軍
を
差
し
遣
し
て
是
を
攻
め
け
れ
ど
も
、
誅
す
る
事
能
は

ず
、住
吉
大
明
神
、葛
の
網
を
結
ひ
て
遂
に
覆
ひ
殺
し
た
ま
へ
り
」、『
太⑹

平
記
』

巻
十
六
「
日
本
朝
敵
の
事
」
に
「
さ
れ
ば
天
照
大
神
よ
り
こ
の
か
た
、
継
体

の
君
九
十
六
代
、
そ
の
間
に
朝
敵
と
成
つ
て
滅
び
し
者
を
数
ふ
れ
ば
、
神
日

本
磐
余
予
彦
天
皇
御
宇
天
平
四
年
に
、
紀
伊
国
名
草
郡
に
二
丈
余
の
蜘
あ
り
。

足
手
長
く
し
て
力
人
に
越
え
た
り
。
綱
を
張
る
事
数
里
に
及
ん
で
、
往
来
の

人
を
残
害
す
。
し
か
れ
ど
も
官
軍
勅
命
を
か
う
む
つ
て
、
鉄
の
網
を
張
り
、

鉄
湯
を
わ
か
し
て
四
方
よ
り
攻
め
し
か
ば
、
こ
の
蜘
つ
ひ
に
殺
さ
れ
て
、
そ

の
身
つ
だ
つ
だ
に
爛
れ
に
き
。」
と
あ
る
の
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
の
兵
卒
た
ち
の
コ
メ
デ
ィ
ア
ス
な
や
り
取
り
の
部
分
は
、
大
衆
芸
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能
で
あ
る
歌
舞
伎
ら
し
い
。

　

蜘
蛛
に
は
吸
血
す
る
種
類
は
無
い
が
、
ダ
ニ
は
節
足
動
物
門
鋏
角
亜
門
ク

モ
綱
ダ
ニ
目
に
分
類
さ
れ
蜘
蛛
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
と
、
蜘
蛛
の
一
種
で
地

下
に
穴
を
掘
っ
て
住
む
ジ
グ
モ
が
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
か
ら
吸
血
す
る
土
蜘

蛛
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

土
蜘
蛛
の
血
の
跡
を
た
ど
っ
て
、
平
井
保
昌
と
頼
光
四
天
王
の
一
党
が
土

蜘
蛛
塚
に
到
着
す
る
。
傷
の
痛
み
に
う
め
い
て
い
る
土
蜘
蛛
の
声
か
ら
所
在

を
知
る
と
、
一
党
は
塚
を
崩
し
始
め
た
。
す
る
と
、
塚
の
中
か
ら
土
蜘
蛛
が

出
現
す
る
。

　
　
　

�
俄
に
地
中
鳴
動
な
し
、
四
方
へ
掛
け
し
蜘
の
圍
よ
り
、
火
焔
を
放

ち
水
を
吹
き
、
左
も
怖
し
き
有
樣
も
事
と
も
な
さ
ず
大
勢
が
、
忽
ち

崩
す
古
墳
の
、
岩
間
の
蔭
よ
り
土
蜘
の
鬼
神
の
姿
は
顯
れ
た
り
。

　
　
　
　

ト
此
内
軍
卒
四
人
立
掛
る
。
蜘
巢
の
左
右
を
破
り
、
絲
を
打
掛
け

る
。
是
れ
に
て
ど
ろ
�
�
に
な
り
、
軍
卒
目
く
る
め
き
し
思
入
に

て
、
前
の
二
人
た
ぢ
�
�
と
し
て
左
右
へ
見
事
に
轉
る
。
是
れ
と

一
緒
に
正
面
の
巢
を
引
破
り
、
土
蜘
の
精
黑
頭
唐
織
、
色
な
し
の

着
附
、
錦
の
法
被
、
紺
地
金
模
樣
の
半
切
、
錦
の
打
杖
を
持
ち
出

で
き
つ
と
見
得
。
こ
れ
に
て
保
昌
四
天
王
立
掛
り
、
き
つ
と
な
つ

て
、

保
昌　

さ
て
こ
そ
怪
し
き
鬼
形
の
變
化
、
そ
も
そ
も
汝
は
、

五
人　

何
者
な
る
ぞ
。

　
　
　
　

ト
五
人
左
右
よ
り
詰
寄
る
。
土
蜘
の
精
打
杖
を
構
へ
き
つ
と
思
入
、

鼓
唄
掛
り
に
な
り
、

　
　
ツ
ヅ
ミ
唄

�
我
を
知
ら
ず
や
其
昔
、
葛
城
山
に
年
經
り
し
、
土
蜘
の
精
魂
な
り
。

　
　
　
　

ト
軍
卒
二
人
掛
る
を
投
げ
の
け
、
打
杖
を
振
上
げ
き
つ
と
見
得
。

土
蜘　

此
日
の
本
に
天
照
す
、
伊
勢
の
神
風
吹
か
ざ
ら
ば
。

　
　
　

�
我
が
眷
族
の
蜘
蛛
群
り
、
六
十
餘
州
へ
巢
を
張
り
て
、
疾
く
に
魔

界
に
な
さ
ん
も
の
、
�
思
ひ
し
望
み
叶
は
ね
ば
、
先
づ
賴
光
を
惱
ま

さ
ん
と
、
障
礙
を
な
せ
し
甲
斐
も
な
く
、
我
が
命
魂
を
斷
た
ん
と
や
。

　
　
　
　

ト
此
内
土
蜘
精
打
杖
を
持
ち
、
軍
卒
を
遣
ひ
よ
ろ
し
く
振
あ
つ
て
、

保
昌　

普
天
の
下
率
土
の
濱
、
王
地
に
あ
ら
ざ
る
所
な
し
、

綱　
　

此
土
に
あ
つ
て
日
の
本
を
、
魔
界
に
な
さ
ん
汝
が
巧
み
、

貞
光　

忽
ち
天
罰
そ
の
身
に
報
い
、

季
武　

命
魂
斷
つ
も
自
業
自
得
。

保
昌　

疾
く
疾
く
變
化
を
討
取
り
候
へ
。

四
人　

心
得
て
候
。

土
蜘　

や
あ
、
我
を
討
た
ん
な
ん
ど
ゝ
と
は
小
賢
き
も
の
ど
も
よ
、
蟲
類
な

れ
ど
千
歳
の
年
經
し
蜘
の
通
力
自
在
、
見
よ
�
�
今
に
お
の
れ
ら
が
、

五
體
へ
千
筋
の
絲
を
繰
掛
け
、
手
足
を
包
み
動
か
さ
じ
。

保
昌　

假
令
如
何
な
る
通
力
あ
る
と
も
、
何
條
討
て
ぬ
、

五
人　

事
あ
ら
ん
。

保
昌　

い
で
、
命
魂
を
斷
つ
て
く
れ
ん
。

　
　
　

�
蜘
蛛
の
精
霊
繰
溜
め
し
、
千
筋
の
絲
を
右
左
り
、
投
げ
掛
け
�
�

白
絲
の
手
足
に
纏
は
り
五
體
を
包
め
ば
流
石
の
保
昌
四
天
王
等
も
、

自
由
に
動
く
こ
と
叶
は
ず
。

　
　
　
　

ト
此
内
鳴
物
に
て
土
蜘
の
精
は
打
杖
、
四
天
王
は
太
刀
を
拔
き
切

つ
て
か
ゝ
り
、
立
廻
り
の
内
土
蜘
の
精
千
筋
の
絲
を
度
々
打
掛
け
、

四
天
王
絲
に
包
ま
れ
困
る
思
入
、
土
蜘
の
精
つ
か
�
�
と
花
道
へ

行
く
、
軍
卒
追
掛
け
行
き
立
廻
り
あ
つ
て
、
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�
樹
木
へ
掛
け
し
蜘
蛛
の
圍
へ
、
飛
び
か
ふ
胡
蝶
や
蜻
蛉
の
、
掛
り

し
如
く
身
動
き
な
ら
ず
、

　
　
　
　

ト
四
人
を
相
手
に
立
廻
り
、
此
内
左
右
へ
絲
を
打
ち
か
け
立
廻
り

よ
ろ
し
く
あ
つ
て
、
舞
臺
へ
來
り
、
四
天
王
立
掛
り
て
、

　
　
　

�
暫
し
困
じ
て
い
ど
み
け
る
。

　
　
　
　

ト
此
内
土
蜘
の
精
は
能
の
振
と
歌
舞
伎
の
立
廻
り
、
此
の
仕
組
よ

ろ
し
く
あ
っ
て
、

　
　
　

�
さ
れ
ど
も
人
々
少
し
も
屈
せ
ず
、
神
國
王
地
の
恵
み
を
賴
み
、
彼

の
上
蜘
を
中
に
取
込
め
、
大
勢
亂
れ
掛
り
け
れ
ば
、
妖
魔
の
術
も
消

え
失
せ
て
、
劍
の
光
り
に
恐
る
ゝ
を
、
得
た
り
や
得
た
り
と
附
入
り

�
�
、
難
な
く
蜘
蛛
を
討
取
り
て
、

　
　
　
　

ト
舞
ば
た
ら
き
に
な
り
、
土
蜘
の
精
、
保
昌
激
し
き
立
廻
り
よ
ろ

し
く
あ
つ
て
、
保
昌
に
切
ら
れ
飛
上
り
、
尻
ギ
バ
に
ど
う
と
下
に

ゐ
る
。

　
　
　

�
譽
れ
を
世
々
に
殘
し
け
る
。

　
　
　
　

ト
皆
々
引
張
り
よ
ろ
し
く
、
片
シ
ヤ
ギ
リ
、
カ
ケ
リ
に
て
、

（
331
︱
332
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幕

　

黙
阿
弥
の
『
土
蜘
』
は
謡
曲
「
土
蜘
蛛
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
忠
実
の
よ
う

だ
が
、
細
部
に
お
い
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
謡
曲
で
は
、
土
蜘
蛛
は
唐
突
に

法
師
に
な
り
す
ま
し
て
現
れ
、
頼
光
を
に
ら
み
据
え
て
、
ず
か
ず
か
と
病
床

に
近
付
い
て
き
て
、「
お
加
減
は
い
か
が
か
な
。」
と
頼
光
に
声
を
か
け
る
。

一
方
、
黙
阿
弥
の
『
土
蜘
』
で
も
、
僧
は
唐
突
に
現
れ
る
が
、
病
気
平
癒
を

祈
祷
す
る
比
叡
山
の
智
籌
と
名
の
り
、
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
を
す
る
。

　

こ
の
怪
僧
は
、『
平⑷

家
物
語
』（『
屋
代
本
平
家
物
語
』『
百
二
十
句
本
平
家

物
語
』『
源
平
盛
衰
記
』）「
剣
の
巻
」
に
登
場
す
る
者
が
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。

最
も
普
及
し
て
い
る
覚
一
本
に
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
唐
突
に
僧
が
出
現
す

る
と
怪
し
い
変
化
の
者
と
い
う
感
が
す
る
が
、
黙
阿
弥
版
で
は
僧
は
具
象
化

さ
れ
て
い
る
た
め
に
怪
し
く
は
あ
っ
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
何
よ
り
も
、

『
平
家
物
語
』
で
は
怪
僧
は
身
長
7
尺
（
約
2.1
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、『
土
蜘

蛛
草
紙
』
の
巨
大
な
化
人
に
近
く
、両
者
と
も
土
蜘
蛛
で
は
な
く
「
山
蜘
蛛
」

と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
土
蜘
蛛
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
、
天
皇
へ
の
恭
順
を
表
明
し
な

い
土
着
の
豪
傑
な
ど
に
対
す
る
蔑
称
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
奈
良
県
の
大
和

葛
城
山
に
い
た
土
蜘
蛛
は
、
特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
神
武
天
皇
が
土
蜘

蛛
を
捕
え
、彼
ら
の
怨
念
が
復
活
し
な
い
よ
う
に
頭
、胴
、足
を
切
断
し
、別
々

に
埋
め
た
と
い
う
。

　

土
蜘
蛛
退
治
に
つ
い
て
も
、
謡
曲
で
は
、
葛
城
山
の
蜘
蛛
塚
ま
で
退
治
し

に
行
く
の
は
独
武
者
と
あ
り
平
井
保
昌
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
本
来
は
独
武

者
と
は
「
固
有
名
詞
で
は
な
い
」
こ
と
か
ら
人
物
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
黙
阿
弥
の
『
土
蜘
』
で
は
独
武
者
は
平
井
保
昌
と
あ
り
、
退
治
に
行

く
先
は
京
都
「
東
寺
の
裏
手
」
の
古
塚
と
な
っ
て
お
り
、
征
伐
に
は
保
昌
の

み
な
ら
ず
頼
光
四
天
王
も
同
行
す
る
。

　

堀
川
通
り
一
条
東
入
る
南
側
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
源
頼
光
の
屋
敷
か
ら

葛
城
山
ま
で
土
蜘
蛛
退
治
に
行
く
の
は
、
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
要
す
る
。

現
在
で
も
徒
歩
で
約
19
時
間
と
い
う
か
ら
、
道
の
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

当
時
は
も
っ
と
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
東
寺
の
裏
手
は
平
安
京
の
中

で
あ
り
、
現
在
で
も
徒
歩
１
時
間
余
り
の
距
離
で
あ
る
。

　

総
じ
て
黙
阿
弥
作
品
で
は
、
謡
曲
の
夢
幻
性
・
幽
玄
性
か
ら
生
じ
る
幻
想
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的
で
あ
る
ゆ
え
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
稀
薄
な
表
現
を
は
っ
き
り
と
具
体
的
か
つ

明
確
に
さ
せ
、
ま
た
不
自
然
な
部
分
を
自
然
な
形
に
修
正
し
て
す
っ
き
り
さ

せ
て
い
る
。
夢
幻
・
幽
玄
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
い
う
の
が
、
怪
異
の
方
向

性
で
あ
ろ
う
。

（
３
）「
茨
木
」「
戻
橋
」

　
「
茨
木
」（
明
治
16
年
４
月
、
新
富
座
）、「
戻
橋
」（
明
治
23
年
10
月
、
歌
舞

伎
座
）、「
一
つ
家
」（
明
治
23
年
４
月
、
市
村
座
）
は
、「
新
古
演
劇
十
種
」
の

一
つ
で
あ
る
。

　
「
茨
木
」
と
「
戻
橋
」
の
原
話
は
、『
平⑺

家
物
語
』
剣
の
巻
下
に
あ
る
渡
辺

綱
と
一
条
戻
橋
に
出
現
し
た
鬼
の
茨
木
童
子
の
話
で
あ
る
。
た
だ
し「
戻
橋
」

は
全
編
が
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
に
よ
る
の
に
対
し
て
、「
茨
木
」
の
方
は

『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
だ
け
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら
創
作
さ
れ
た
謡
曲
「
羅⑻

生
門
」
に
も
よ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　
「
戻
橋
」
で
は
、
渡
辺
綱
が
鬼
に
遭
遇
し
、
鬼
の
腕
を
斬
り
落
と
す
。
こ

の
場
面
の
舞
台
は
一
条
戻
橋
で
あ
り
、『
平
家
物
語
』剣
の
巻
下
も
舞
台
が「
戻

橋
」
で
あ
り
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
要
も
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
戻
橋
」
の
原
作

は
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
後
日
談
で
あ
る
「
茨
木
」
は
、
鬼
が
綱
の
乳
母
に
化
け
て
や
っ
て
き

て
腕
を
奪
い
去
る
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
に
あ
る
鬼
が
腕
を
取
り
返
し
に

来
る
話
と
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
経
緯
や
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
し

た
舞
台
が
異
な
っ
て
い
る
。
渡
辺
綱
は
平
井
保
昌
と
口
論
の
末
、
羅
生
門
を

訪
れ
、
そ
こ
で
鬼
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
謡
曲
「
羅
生
門
」
は
、『
平
家

物
語
』
剣
の
巻
下
の
渡
辺
綱
と
鬼
と
の
戦
い
ま
で
の
話
を
も
と
に
、
舞
台
を

一
条
戻
橋
か
ら
羅
城
門
に
変
え
て
創
作
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
戻
橋
」
は
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
と
、「
茨
木
」
は
『
平
家
物

語
』
剣
の
下
及
び
謡
曲
「
羅
生
門
」
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
黙
阿

弥
の
創
作
の
特
色
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
『
平
家
物
語
』「
剣
の
巻
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
剣
の
巻
は
、

平
家
と
と
も
に
海
中
に
沈
ん
だ
草
薙
の
剣
の
歴
史
を
た
ど
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
上
・
下
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
上
は
草
薙
の
剣
の
物
語
で
あ
る
た
め

「
自
然
で
あ
り
、
多
く
の
諸
本
に
見
え
」
る
。
一
方
、
下
は
「『
源
氏
名
剣
篇
』

と
い
う
べ
く
、
派
生
的
話
題
で
、
底
本
・
屋
代
本
の
み
に
見
え
、
屋
代
本
は

上
下
と
も
本
文
か
ら
外
し
て
別
記
扱
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
下
篇
は
底
本
の

特
色
と
い
っ
て
よ
い
。」
と
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

平
家
物
語
下
』
に
注

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
底
本
と
は
、「
百
十
二
句
本
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
、
及
び
謡
曲
「
羅
生
門
」
に

登
場
す
る
渡
辺
綱
と
茨
木
童
子
の
物
語
と
黙
阿
弥
作
「
茨
木
」「
戻
橋
」
を

比
較
し
て
み
よ
う
。

　
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
下
に
は
渡
辺
綱
が
源
頼
光
の
使
い
と
し
て
一
条
大

宮
に
行
く
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
黙
阿
弥
作
「
戻
橋
」
で
は
「
さ
る

頃
深
く
語
ら
ひ
し
、
維
仲
卿
の
姫
君
へ
、
便
り
も
な
さ
で
在
せ
し
が
、」「
武

威
逞
し
き
我
が
君
も
、
戀
は
意
外
の
も
の
に
し
て
、
か
ね
〴
�
語
ら
ひ
た
ま

ひ
た
る
、
維
仲
卿
の
姫
君
へ
、
密
々
の
仰
せ
蒙
り
て
某
使
ひ
に
參
り
し
」
と

あ
り
、
源
頼
光
の
恋
の
使
い
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
渡
辺
綱
は
こ
の

と
き
単
騎
で
向
か
っ
て
い
た
が
、「
戻
橋
」
で
は
二
人
の
家
来
を
連
れ
て
い
る
。

綱
と
鬼
が
化
け
た
女
と
の
出
会
い
も
、
女
の
方
か
ら
声
を
か
け
て
い
る
の
を
、

綱
の
方
か
ら
声
を
か
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
綱
が
女
を
馬
に
乗
せ
て
走
る

場
面
で
は
、
歌
舞
伎
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
二
人
は
連
れ
立
っ
て

歩
い
て
い
る
。
女
が
鬼
の
正
体
を
現
し
襲
い
か
か
る
場
面
で
も
、
原
作
で
は
、
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女
は
い
き
な
り
「
綱
が
髻
ひ
つ
掴
ん
で
、乾
を
さ
し
て
飛
ん
で
行
く
」。
だ
が
、

「
戻
橋
」
で
は
綱
が
事
前
に
女
の
正
体
を
見
破
っ
て
い
て
、
女
も
綱
と
知
っ

て
お
り
綱
に
恋
し
て
い
る
と
い
い
言
い
寄
っ
た
際
に
、
綱
に
正
体
を
指
摘
さ

れ
て
「
綱
が
襟
上
む
ん
ず
と
掴
み
。
／
…
（
中
略
）
…
綱
の
襟
上
を
取
り
、

き
つ
と
見
得
。
／
�
砂
石
を
飛
ば
す
暴
風
に
、
つ
れ
て
虛
空
へ
引
き
立
つ
れ

ば
、
／
ト
仕
掛
に
て
、
两
人
を
よ
き
所
ま
で
引
上
げ
る
。」
と
舞
台
装
置
上

可
能
な
形
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

　

総
じ
て
物
語
を
劇
化
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
形
に
修
正
し
た
部
分
以
外

に
つ
い
て
は
、
男
女
の
恋
模
様
と
織
り
交
ぜ
な
が
ら
怪
異
譚
が
描
か
れ
る
形

と
な
っ
て
い
る
。

　

綱
は
鬼
に
襲
わ
れ
腕
を
切
り
落
と
す
が
、
そ
の
後
日
談
は
、
黙
阿
弥
作
で

は
「
茨
木
」
と
な
る
。

　

綱
の
物
忌
に
つ
い
て
は
、
源
頼
光
が
鬼
の
腕
を
見
て
驚
い
て
わ
ざ
わ
ざ
播

磨
の
安
倍
晴
明
を
呼
び
出
し
て
聞
く
形
が
、「
茨
木
」
で
は
主
命
に
よ
り
安
倍

晴
明
の
勘
文
に
よ
り
物
忌
に
入
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
物
忌
の
日
数
は
七
日

間
の
と
こ
ろ
が
、
一
七
日
間
の
物
忌
で
あ
る
が
「
惡
鬼
は
七
日
の
内
に
來
た

り
て
仇
を
な
す
」
と
い
う
。
こ
の
作
品
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
謡
曲
『
羅
生

門
』
の
影
響
の
方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
謡
曲
『
羅
生
門
』
は
、
主
人
の
源

頼
光
の
前
で
、
鬼
神
が
住
む
と
い
わ
れ
る
羅
生
門
の
こ
と
で
平
井
保
昌
と
言

い
争
い
、
日
が
暮
れ
る
と
人
の
寄
り
つ
か
な
い
羅
生
門
に
行
っ
て
標
識
を
立

て
て
く
る
と
宣
言
す
る
。
源
頼
光
も
そ
れ
を
支
持
し
、
綱
は
羅
生
門
に
標
識

を
立
て
、
襲
っ
て
き
た
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
す
。「
茨
木
」
で
は
、
標
識
の

話
は
無
い
も
の
の
、
謡
曲
『
羅
生
門
』
と
同
様
に
保
昌
と
口
論
し
た
後
、
夜

な
夜
な
変
化
の
出
る
と
い
う
羅
生
門
に
赴
き
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
す
。

　

こ
の
後
は
、『
平
家
物
語
』
と
同
様
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
り
、
鬼
の
化
け
た

伯
母
が
来
訪
し
、
は
じ
め
は
物
忌
を
守
っ
て
伯
母
と
会
う
の
を
拒
否
し
て
い

た
綱
で
あ
る
が
、
伯
母
の
懇
願
に
よ
り
つ
い
に
物
忌
を
破
っ
て
伯
母
に
会
い
、

鬼
の
腕
を
伯
母
に
見
せ
て
し
ま
う
。
鬼
は
腕
を
奪
っ
て
逃
げ
る
。

　

こ
の
際
に
、
原
作
で
は
、
人
を
介
さ
ず
綱
が
直
に
門
の
内
側
よ
り
答
え
て

拒
否
す
る
が
、「
茨
木
」
で
は
当
初
家
来
が
伯
母
の
頼
み
を
拒
否
し
、
そ
れ
を

聞
き
つ
け
た
綱
が
さ
ら
に
拒
否
す
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
伯
母
の

口
説
き
文
句
も
原
作
で
は
、
産
れ
た
時
か
ら
大
切
に
育
て
て
こ
こ
ま
で
大
成

し
た
の
に
と
い
う
言
い
方
が
、
遠
路
は
る
ば
る
来
た
の
に
と
か
血
筋
な
の
に
、

と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。

　

伯
母
を
家
に
入
れ
て
か
ら
鬼
の
正
体
を
現
し
腕
を
持
っ
て
逃
げ
る
部
分
は
、

「
茨
木
」
で
は
か
な
り
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
伯
母
の
要
望
で
綱
が
鬼
の

腕
を
取
っ
た
経
緯
を
話
し
た
後
、
綱
が
伯
母
に
酒
を
勧
め
、
伯
母
が
酒
を
飲

ん
だ
後
、
今
度
は
家
来
が
伯
母
に
舞
を
所
望
す
る
。
伯
母
は
舞
っ
た
後
に
、

鬼
の
腕
を
見
せ
て
く
れ
と
い
う
。
伯
母
は
鬼
の
正
体
を
現
し
腕
を
持
っ
て
逃

げ
る
が
、
家
来
た
ち
は
怯
え
て
お
り
、
綱
が
家
の
外
で
鬼
と
対
決
す
る
。

　

事
細
か
に
ド
ラ
マ
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鬼
の
恐
ろ
し
さ
が
一
層
引
き
立

つ
一
方
、
綱
の
勇
猛
さ
も
引
き
立
つ
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）「
一
つ
家
」

　
「
一
つ
家
」
は
話
型
が
共
通
で
あ
る
も
の
の
、能
に
お
い
て
は
「
安⑼

達
ケ
原
」

あ
る
い
は
「
黒
塚
」
の
物
語
の
舞
台
は
現
在
の
福
島
県
に
あ
る
奥
州
安
達
ケ

原
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
浅
茅
ヶ
原
が
舞
台
と
な
っ
て

い
る
説
話
の
物
語
で
あ
る
。
浅
茅
ヶ
原
の
一
つ
家
は
、
浅
草
観
音
の
霊
験
譚

か
ら
直
接
に
創
作
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
浅
茅
ヶ
原
の
あ
ば
ら
家
に
住
む
老
婆
が
、
旅
人
を
泊
め
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て
は
殺
害
し
て
金
品
を
奪
っ
て
死
骸
を
捨
て
て
い
た
が
、
そ
の
娘
は
母
の
悪

行
を
悲
し
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
巡
礼
の
少
年
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
少
年

を
老
婆
が
泊
め
て
殺
害
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
老
婆
の
娘
は
、
少
年
に

好
意
を
抱
き
、
少
年
を
助
け
る
。
老
婆
は
娘
の
た
め
に
極
悪
非
道
を
な
し
て

い
た
と
怒
り
、
娘
を
な
ぐ
り
殺
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
時
、
少
年
が
姿
を
現

し
て
観
音
菩
薩
の
姿
と
な
り
老
婆
を
諭
し
、
老
婆
は
改
心
し
て
自
ら
の
罪
業

を
償
う
た
め
に
池
に
身
を
投
げ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
連
の
物
語
は
佐
渡
七

と
い
う
男
が
、
国
芳
の
描
い
た
一
つ
家
の
額
を
見
て
い
る
う
ち
に
居
眠
り
し

て
み
た
夢
だ
っ
た
、
と
い
う
落
ち
に
な
る
。

　
『
上⑽

野
浅
草
む
か
し
話
』
に
よ
れ
ば
、
旅
人
は
自
ら
浅
茅
ヶ
原
に
あ
る
一

件
の
あ
ば
ら
家
を
見
つ
け
て
宿
泊
を
願
い
出
る
と
い
う
形
で
描
か
れ
、
黙
阿

弥
版
に
登
場
す
る
あ
ば
ら
家
へ
と
導
い
て
わ
け
ま
え
に
あ
ず
か
る
二
人
の
男

は
登
場
し
な
い
。
ま
た
、老
婆
は
旅
人
を
殺
害
し
て
死
体
を
近
く
の
池（
姥
ヶ

池
）
に
捨
て
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
黙
阿
弥
版
で
は
死
骸
は
野
中
に
埋

め
て
し
ま
う
と
な
っ
て
お
り
、
異
な
っ
て
い
る
。

　

浅
草
観
音
が
変
化
し
た
旅
の
美
し
い
少
年
は
、
黙
阿
弥
版
で
は
都
よ
り
心

願
が
あ
っ
て
関
東
の
霊
場
を
巡
拝
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
詳
述
さ
れ
て

い
る
。
最
も
大
き
な
相
違
点
は
、
こ
の
少
年
を
助
け
る
た
め
に
老
母
の
美
し

い
娘
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
死
ん
で
老
婆
を
諭
そ
う
と
す
る
が
、
黙
阿
弥
版

で
は
娘
が
少
年
を
逃
が
し
、
娘
も
身
代
わ
り
と
は
な
ら
ず
無
事
と
い
う
点
で

あ
る
。
ま
た
、
結
末
と
し
て
少
年
が
仏
様
の
姿
を
現
し
、
娘
の
死
に
泣
き
叫

ぶ
老
婆
を
改
心
さ
せ
、
老
婆
は
龍
に
化
身
し
て
五
色
の
雲
に
乗
り
池
の
中
へ

消
え
て
い
く
の
に
対
し
て
、
黙
阿
弥
版
で
は
、
少
年
が
観
音
菩
薩
の
化
身
の

姿
を
現
し
て
諭
し
た
こ
と
に
よ
り
老
婆
が
改
心
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
が
、

こ
れ
ま
で
の
罪
業
を
償
う
た
め
に
老
婆
が
池
に
飛
び
込
ん
で
死
し
た
後
、
す

べ
て
が
夢
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
と
い
う
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
霊
験
譚
な
る

も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
時
代
を
意
識
し
て
、
夢
落
ち
を
つ
け
た
の
で

あ
ろ
う
。
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