
●
徒
然
草
の
再
発
見

恋
す
る
兼
好

川
平　

敏
文
（
日
本
近
世
文
学
）

　

全
国
の
中
・
高
等
学
校
の
国
語
の
時
間
に
、
徒
然
草
を
教
え
な
い

学
校
は
恐
ら
く
な
い
。
本
書
は
格
好
の
古
文
入
門
書
と
し
て
の
地
位

を
確
立
し
て
い
る
。
し
か
し
ど
う
も
―
―
中
・
高
生
向
け
だ
か
ら
致

し
方
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
―
―
例
え
ば
「
高
名
の
木
登
り
」「
弓

の
上
手
」
な
ど
の
教
訓
的
章
段
や
、「
ね
こ
ま
た
」「
仁
和
寺
の
法
師
」

な
ど
の
滑
稽
的
章
段
ば
か
り
が
選
ば
れ
て
い
て
、
た
め
に
徒
然
草
は
、

ご
く
真
面
目
な
教
訓
随
筆
で
、
た
ま
に
滑
稽
な
説
話
も
混
じ
っ
て
い

る
本
、
く
ら
い
に
思
い
込
ん
で
い
る
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
だ
。
そ

れ
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
徒
然
草
に
は
、
今
日
ほ

と
ん
ど
一
般
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
別
の
一
面
も
あ
る
。
今
回

は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　

１　

徒
然
草
の
恋

　

教
科
書
が
採
ら
な
い
、
徒
然
草
の
ウ
ラ
の
定
番
と
い
え
ば
第
三
段

で
あ
る
。
本
段
は
後
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
最
も
著
名
な
章

段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
全
文
を
引
用
し
、
筆
者
流
の
「
超
訳
」
を
試

み
よ
う
。

　
�
万�
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
好
ま
ざ
ら
ん
男
は
、
い
と
さ
う

よ
ろ
づ

�
�
し
く
、
玉
の�
巵�
の�
当�
な
き
心
地
ぞ
す
べ
き
。

さ
か
づ
き 

そ
こ

　

露
霜
に
し
ほ
た
れ
て
、
所
定
め
ず
ま
ど
ひ
歩
き
、
親
の�
諫�
め
、

い
さ

世
の�
謗�
り
を
つ
ゝ
む
に
心
の�
暇�
な
く
、
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
思
ひ

そ
し 

い
と
ま

乱
れ
、
さ
る
は
、
独
り
寝
が
ち
に
、
ま
ど
ろ
む�
夜�
無
き
こ
そ
を

よ

か
し
け
れ
。

　

さ
り
と
て
、
ひ
た
す
ら
た
は
れ
た
る
方
に
は
あ
ら
で
、
女
に

た
や
す
か
ら
ず
思
は
れ
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
わ
ざ

な
れ
。

諸
芸
万
般
に
堪
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
恋
愛
の
情
を
解
さ
な
い
男

は
本
当
に
つ
ま
ら
な
い
。
他
人
か
ら
見
れ
ば
馬
鹿
げ
て
い
る
く
ら
い

に
、
情
熱
的
な
恋
を
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
！　

と
は
言
え
、
女

性
か
ら
本
当
に
馬
鹿
だ
と
思
わ
れ
た
ら
仕
方
が
な
い
。
一
目
置
か
れ

る
よ
う
な
や
り
方
が
理
想
的
な
の
だ
、
と
。

　

同
じ
よ
う
な
内
容
は
、「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る

も
の
か
は
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
著
名
な
第
一
三
七
段
の
中
に
も
見

え
る
。万

の
事
も
、
始
め
、
終
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。��
男
女�
の
情
も
、

を
と
こ
を
ん
な

ひ
と
へ
に
逢
ひ
見
る
を
ば
言
ふ
も
の
か
は
。
逢
は
で
止
み
に
し

憂
さ
を
思
ひ
、
あ
だ
な
る
契
り
を
か
こ
ち
、
長
き
夜
を
独
り�
明�あか

し
、
遠
き�
雲��
井�
を
思
ひ
や
り
、

く
も 
ゐ

�
浅��
茅�
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
、

あ
さ 
ぢ

色
好
む
と
は
言
は
め
。
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こ
れ
も「
超
訳
」す
る
。
―
―
何
事
も
始
め
と
終
わ
り
が
面
白
い
。
男

女
の
関
係
も
、
い
つ
も
会
え
る
状
態
な
ら
ば
面
白
く
な
い
。
会
え
な

い
つ
ら
さ
、
独
り
身
の
寂
し
さ
、
昔
の
恋
人
の
懐
か
し
さ
、
そ
の
よ

う
な
気
持
ち
を
尊
ぶ
人
を
こ
そ
、
本
当
の
色
好
み
と
い
う
の
だ
、
と
。

　

他
に
も
、
久
米
仙
人
が
物
洗
う
女
性
の�
脛�
を
見
て
、
空
中
飛
行
の

は
ぎ

通
力
を
失
っ
た
の
を
尤
も
だ
と
し
た
第
八
段
（
本
稿
末
挿
画
参
照
）、

妻
は
定
め
て
は
持
た
ず
し
て
、
時
々
通
う
く
ら
い
の
方
が
愛
情
が
長

続
き
す
る
、
と
述
べ
る
第
一
九
〇
段
。
こ
れ
ら
は
ど
う
見
て
も
恋
愛

論
で
あ
る
。
前
者
で
は
よ
い
男
の
条
件
を
述
べ
、
後
者
で
は
恋
愛
の

面
白
さ
を
語
っ
て
い
る
。
兼
好
が
「
世
捨
て
人
」
で
あ
り
、
徒
然
草

が
「
無
常
の
文
学
」
で
あ
る
と
学
校
で
習
っ
て
き
た
我
々
は
、
こ
の

よ
う
な
発
言
に
出
く
わ
す
と
、
少
し
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。

　

兼
好
と
恋
―
―
。
し
か
し
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
徒
然
草
以
外
に
、

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
軍
記
物
、『
太
平
記
』
の
中
か
ら
も
抽
出
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
巻
二
一
に
は
、
足
利
尊
氏
の
執
権
で
当
時
権
力

を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た�
高
師
直�
が
、
と
あ
る
婦
人
に
恋
を
し
、

こ
う
の
も
ろ
な
お

そ
の
た
め
に
兼
好
が
艶
書
（
ラ
ブ
レ
タ
ー
）
を
代
筆
し
て
あ
げ
た
と

い
う
仰
天
の
逸
話
が
残
っ
て
い
る
の
だ
。
要
約
し
て
示
そ
う
。

師
直
は
顔
世
に
ま
っ
た
く
心
を
奪
わ
れ
、「
何
度
も
言
い
寄
っ

て
い
れ
ば
、
情
け
に
ほ
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
手
紙
を

送
っ
て
み
よ
う
」
と
い
っ
て
、
兼
好
と
い
う
、
書
に
堪
能
な
遁

世
者
を
呼
び
寄
せ
、
豪
華
な
料
紙
に
香
を
た
っ
ぷ
り
と
薫
ら
せ

て
、
言
葉
を
尽
く
し
て
書
き
送
ら
せ
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
艶
書
は
、
結
局
中
身
を
読
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、

庭
に
う
ち
捨
て
ら
れ
る
。
短
気
な
師
直
は
激
怒
し
て
、「
い
や
い
や
、

物
の
用
に
立
た
ぬ
物
は�
手��
書�
（
＝
書
の
上
手
な
人
）
な
り
け
り
。
今

て 
か
き

日
よ
り
そ
の
兼
好
法
師
、�
是�
へ
よ
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
兼
好
を
自
邸

こ
れ

に
出
入
禁
止
と
す
る
。
こ
の
話
は
も
と
も
と
師
直
の
横
暴
ぶ
り
を
表

す
一
話
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
出
入
禁
止
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
兼
好
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
は
そ
う
い
う
話
が
書
か

れ
て
あ
る
。

　

こ
の
話
が
事
実
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
の
出
鱈

目
で
あ
っ
た
の
か
を
、
現
存
す
る
史
料
か
ら
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

兼
好
と
い
う
人
物
が
、
普
段
ど
の
よ
う
な
発
言
や
行
動
を
し
て
い
た

の
か
、
こ
れ
も
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、�
生�
の
兼
好
を
知
る
世
代
に

な
ま

と
っ
て
は
、
上
の
よ
う
な
徒
然
草
の
恋
愛
論
は
、
さ
ほ
ど
違
和
感
の

あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
母
体
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
思
わ
れ
る
も
の
に
、
江
戸
時
代
に
流
布
し
た
兼
好
の
偽
伝
、『�
園�えん

��
太
暦�
』
偽
文
が
あ
る
。
こ
の
偽
文
は
、
時
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
様
々

た
い
り
ゃ
く

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
と

も
言
え
る
話
の
大
筋
は
こ
う
だ
。

　

兼
好
は
伊
賀
の
領
主
で
あ
っ
た
橘��
成
忠����
の

�������

も
と
に
身
を
寄
せ
、
当

た
ち
ば
な
の
な
り
た
だ

時
十
七
、
八
で
あ
っ
た
そ
の
娘
と
密
通
、
そ
し
て
某
年
某
月
某
日
、

か
の
地
で
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
の
密
通
の
時
に
詠
ん
だ
兼
好
の
歌
が
、
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��
忍
山�
ま
た
こ
と
か
た
に
道
も
が
な
ふ
り
に
し
跡
は
人
も
こ
そ
し

し
の
ぶ
や
ま

れ

と
い
う
、『
新
拾
遺
和
歌
集
』
恋
の
部
に
入
集
す
る
和
歌
だ
っ
た
と

い
う
の
だ
。「
あ
な
た
に
忍
ん
で
通
う
こ
の
道
。
他
に
道
は
な
い
も

の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
通
い
つ
め
た
そ
の
跡
を
、
人
が
見
つ
け
て
し

ま
い
そ
う
で
」（
詳
し
い
こ
と
は
拙
著
『
兼
好
法
師
の
虚
像
―
偽
伝

の
近
世
史
―
』〈
二
〇
〇
六
年
、
平
凡
社
〉
に
就
か
れ
た
い
）。

　

こ
れ
は
む
ろ
ん
作
り
話
で
あ
る
の
だ
が
、「
兼
好
と
同
時
代
に
生

き
た
、
あ
る
貴
人
の
日
記
（『
園
太
暦
』）
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
記
事
」

と
い
う
触
れ
込
み
で
流
布
し
た
も
の
だ
か
ら
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
、

基
本
的
に
は
こ
れ
を
真
実
と
し
て
迎
え
入
れ
た
。
全
く
罪
な
話
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
偽
文
の
中
の
密
通
事
件
が
、
兼
好
の
若
き
日
の

恋
愛
譚
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
あ
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し

問
題
な
の
は
、
こ
の
偽
文
の
作
者
が
兼
好
を
評
し
て
、「
好
色
法
師

�
�

也
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
伊
賀
で
の
密
通
事

件
を
、
明
ら
か
に
兼
好
出
家
後

�
�
�

の
話
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
え
ば
『
太
平
記
』
の
逸
話
の
中
で
も
、
兼
好
は
「
兼
好

法
師

�
�

」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
出
家
後
も
徒
然
草
・
第
三
段
の
よ
う

な
恋
愛
論
を
展
開
し
、
時
に
は
人
妻
へ
の
艶
書
の
代
筆
ま
で
引
き
受

け
る
―
―
そ
う
い
う
型
破
り
で
、
や
や
無
節
操
な
隠
者
像
が
、
こ
れ

ら
に
は
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

２　

通
俗
文
芸
の
中
の
兼
好

　

上
の
よ
う
に
あ
ら
ぬ
「
実
話
」
ま
で
捏
造
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か

ら
、「
兼
好
」
と
「
恋
」
と
い
う
、
一
見
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
取
り
合

わ
せ
は
、
江
戸
の
市
井
人
を
よ
ほ
ど
面
白
が
ら
せ
た
と
見
え
る
。
例

え
ば
江
戸
前
期
の
流
行
歌
の
歌
詞
を
集
め
た
『
松
の
葉
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

…
す
ね
て
茂
り
し
松
山
の
、
か
の
わ
け
法
師

�
�
�
�

が
そ
こ
は
か
と
、

か
き
集
め
に
し�
徒
然�
に
、

つ
れ
づ
れ

�
綸��
子��
鼻��
緒�
の

り
ん 
ず 
は
な 
お

�
足��
駄�
に
て
、
作
り
し
笛

あ
し 
だ

に
は
鹿
も
寄
る
、
肩
な
ん
過
ぎ
に
し
黒
髪
の
、�
綯�
れ
る
綱
に
は

よ

大�
象�
も
、
繋
が
る
ゝ
習
ひ
か
や
、
…　
（
巻
四
、

ざ
う

�
浅��
黄��
帷
子�
）

あ
さ 
ぎ 
か
た
び
ら

「
わ
け
法
師
」
の
「
わ
け
」
と
は
、
例
え
ば
『
好
色
一
代
男
』
巻
五

に
「
わ
け
知
り
の
世
之
介
様
」
な
ど
と
見
え
る
「
わ
け
」、
す
な
わ

ち
恋
愛
の
情
に
通
じ
た
、
と
い
う
意
味
。
こ
の
「
わ
け
法
師
」
が
兼

好
を
指
す
こ
と
は
、
そ
の
後
の
文
章
が
徒
然
草
を
典
拠
と
し
た
文
章

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
『
松
の
葉
』
に
は
、

…�
幾�
た
び
思
ふ
宿
の�
首��
尾�
、
と
は
思
へ
ど
も�
只�
ひ
と
筋
に
、�
此�

い
く 

し
ゅ 
び 

た
だ 

こ
の

�
訳�
知
ら
ぬ
人
な
ら
ば
、
た
と
ひ
万
に
い
み
じ
き
と
て
も
、
玉
の

わ
け盃

手
に
触
れ
よ
、
…
（
巻
二
、
春
日
野
）

な
ど
と
い
う
歌
詞
も
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「�
訳�
」
も
先
ほ
ど
の
「
わ

わ
け

け
」
と
同
じ
恋
愛
の
情
の
意
で
、
例
の
「
万
に
い
み
じ
く
と
も
」
の

文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
解
さ
な
い
の
は
無
粋
だ
、
野
暮
だ
と

言
っ
て
い
る
。
当
時
の
流
行
歌
の
中
で
、
兼
好
の
言
葉
は
あ
た
か
も
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色
道
の
格
言
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
俳
諧
に
お
け
る�
付
合�
語
辞
典
（
連
想
語
辞
典
の
よ

つ
け
あ
い

う
な
も
の
）
で
あ
る
『�
類
船�
集
』
に
は
、「�

る
い
せ
ん

�
色
好�
」
と
い
う
項
目
が

い
ろ
ご
の
み

あ
っ
て
、「
袖
の
香
」「
こ
す
の
内
」「
業
平
」
な
ど
と
い
っ
た
「
色

好
」
の
連
想
語
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
後
の
説
明
文
の
中
に
、「
世

の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
し
か
ず
と
は
、
兼
好
が
筆�
也�
」
と

な
り

あ
る
。
徒
然
草
・
第
八
段
を
踏
ま
え
て
、
兼
好
も
こ
う
言
っ
て
い
る

と
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
種
の
格
言
化
の
例
で
あ

ろ
う
。

　

兼
好
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。
出
家
し
て

か
ら
も
こ
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
さ
ぞ
か
し

若
い
頃
は
恋
多
き
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
想
像
の
も

と
で
創
作
さ
れ
た
浄
瑠
璃
の
一
つ
が
、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃

『
兼
好
法
師�
物
見
車�
』（
宝
永
七
年
以
前
上
演
）
で
あ
る
。
こ
の
話

も
の
み
ぐ
る
ま

は
、
先
に
見
た
『
太
平
記
』
の
艶
書
代
筆
事
件
を
種
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。

　

後
宇
多
院
の
第
八
姫
・��
卿�きょう
の�
宮�
は
、
高
師
直
が
言
い
寄
る
の
に
困

み
や

じ
果
て
、
か
ね
て
か
ら
お
気
に
入
り
だ
っ
た
北
面
の
侍
・�
卜��
部�
う
ら 
べ�
兼
好�
か
ね
よ
し

に
身
の
処
し
方
を
相
談
す
る
。
そ
こ
で
兼
好
は
侍
従
と
い
う
女
房
を

頼
ん
で
、�
塩��
冶�
判
官
高
貞
の
妻
・

え
ん 
や

�
顔��
世�
の
美
貌
を
師
直
に
吹
聴
し
、

か
お 
よ

師
直
の
気
持
ち
を
卿
の
宮
か
ら
逸
ら
す
こ
と
に
成
功
す
る
。

　

さ
て
師
直
か
ら
艶
書
の
代
筆
を
頼
ま
れ
た
兼
好
は
、
か
え
っ
て
貞

節
の
道
と
は
何
か
を
書
き
述
べ
て
顔
世
に
送
っ
た
の
で
、
当
然
な
が

ら
師
直
の
思
い
は
成
就
す
る
こ
と
な
く
、
怒
っ
た
師
直
は
兼
好
を
自

邸
に
出
入
禁
止
に
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
と
も
と
兼
好
の
思
惑
ど

お
り
で
、
自
ら
の
悪
縁
を
絶
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
兼
好
は
、
卿
の

宮
に
「
も
う
御
安
心
を
」
と
言
上
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
宮
の
言
葉

は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

（
宮
は
）�
殊�
な
る
御
機
嫌
に
て
、「
嬉
し
い
事
を
聞
き
し
よ
な
。

こ
と

恋
に
機
転
な
兼
好
や
、
そ
な
た
の
様
な
恋
知
り
に
、
惚
れ
損
な

ふ
て
口
惜
し
い
、�
平
人�
の
娘
と
生
ま
れ
た
ら
、

へ
い
に
ん

�
人��
手�
に
か
け
る

ひ
と 
で

男
で
な
い
」。

さ
ら
に
宮
が
腰
元
た
ち
に
、
自
分
は
身
分
が
違
う
か
ら
ど
う
に
も
な

ら
ぬ
が
、
そ
な
た
た
ち
、
あ
の
よ
う
な
「
恋
知
り
」
の
男
を�
放�
っ
て

ほ
う

お
く
手
が
あ
る
も
の
か
、
と
け
し
か
け
る
と
、
腰
元
た
ち
は
我
先
に

と
兼
好
に
す
が
り
つ
き
、
袖
を
引
く
や
ら
褄
を
引
く
や
ら
の
大
騒
ぎ
。

兼
好
は
逃
げ
ま
ど
い
な
が
ら
、「
あ
あ
か
し
ま
し
い
、
や
か
ま
し
い
。

こ
れ
は
恋
の�
大
晦�
か
」。
か
く
言
い
な
が
ら
自
ら
烏
帽
子
を
取
る
と
、

お
ほ
つ
ご
も
り

実
は
髪
は
飾
り
髪
で
あ
っ
て
、
す
で
に
頭
を
丸
め
て
い
た
。
あ
ま
り

に
モ
テ
す
ぎ
て
、
俗
人
で
い
る
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
も
性
懲
り
の
な
い
宮
は
、
後
に
兼
好
の
庵
室
を
訪
れ
た
時

に
、
彼
に
色
め
き
戯
れ
か
か
ろ
う
と
す
る
が
、
道
心
堅
固
の
兼
好
は

も
と
よ
り
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
は
ず
も
な
い
。
再
び
ド
タ
バ
タ
と

逃
げ
回
る
は
め
に
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
宮
は
、
次
の
よ
う

に
兼
好
の
言
行
不
一
致
を
指
摘
す
る
。
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�
此�
の
書
き
か
け
し
草
紙
（
＝
徒
然
草
）
を
見
れ
ば
、
心
深
き
文

こ章
の
中
に
も
、「
よ
ろ
づ
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
こ
の
ま
ぬ
も
の

は
、
玉
の
巵
の
そ
こ
な
き
心
地
」
と
書
き
な
が
ら
、
こ
の
は
し

た
な
き
振
る
舞
い
は
。
筆
に
書
く
は
偽
り
ご
と
。
徳
を
飾
り
て

名
を
求
め
、�
名
聞
売
僧�
の
嘘
つ
き
。
玉
の
巵
の
底
抜
け
。

み
や
う
も
ん
ま
い
す

ま
た
も
や
「
玉
の
巵
」
の
一
段
で
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
い
か
に

兼
好
の
イ
メ
ー
ジ
を
規
定
し
得
る
ほ
ど
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

持
っ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
俗
流
の
兼
好
像
を
。
江
戸
中
期
、
歌
舞
伎
の
市
川
海
老

蔵
と
同
じ
く
ら
い
の
人
気
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
ホ
ン
ト
か
ウ
ソ
が

知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
浅
草
の
名
物
と
し
て
知
ら
ぬ
者
は
な
か
っ

た
と
言
わ
れ
る
の
が
、
講
釈
師
・
深
井�
志��
道�
し 
ど
う�
軒�
で
あ
る
。
そ
の
講
釈

け
ん

は
陰
茎
の
形
を
し
た
木
を
手
に
持
っ
て
、
見
台
（
机
）
を
叩
き
な
が

ら
の
風
流
講
釈
、
男
女
の
話
に
か
ら
め
て
人
の
興
味
を
惹
き
、
最
後

は
教
訓
に
落
と
す
と
い
う
体
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
の
志
道
軒
の
狂
講
に
な
ぞ
ら
え
た
戯
作
に
、『
兼
好
今
法
師

志
道
軒　
　

�

徒
然
夢

物
語
夜
講
釈
』
な
る
奇
書
が
あ
る
。
半
紙
本
二
冊
、
宝
暦
頃
の
刊
行

で
も
あ
ろ
う
か
と
、
本
書
の
複
製
本
（
昭
和
四
十
九
年
、
有
光
書
房
）

を
出
さ
れ
た
岡
田
甫
氏
が
解
説
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
本
書
の
口
絵

部
分
に
は
、
志
道
軒
が
例
の
棒
き
れ
を
持
っ
て
、
燭
台
と
見
台
の
前

に
や
や
斜
め
に
座
り
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
様
子
が
書

か
れ
て
い
る
。

�
徒
然�
な
る
ま
ま
に
日
暮
ら
し
、
硯
に
む
か
い
て
、
そ
こ
は
か
と

つ
れ
づ
れ

な
き
嘘
を
絵
に
写
せ
ば
、
を
か
し
う
こ
そ
物
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。

色
好
ま
ざ
ら
ん
男
は
い
と
さ
う�
�
し
く
、
玉
の
巵
の
底
な
き

心
地
こ
そ
す
べ
き
。

書
名
の�
角
書�
に
「
兼
好
今
�

法
師
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
口
絵
は
ま

つ
の
が
き

さ
し
く
兼
好
図
の
、
そ
し
て
徒
然
草
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
徒
然
草

を
色
道
の
方
面
か
ら
語
っ
た
先
蹤
と
し
て
は
、
神
道
講
釈
師
・�
増��
穂�
ま
す 
ほ

�
残
口�
の
『
徒
然

ざ
ん
こ
う

�
東
雲�
』
が
あ
る
が
、
そ
の
残
口
の
講
釈
に
影
響
を
受

し
の
の
め

け
た
と
言
わ
れ
る
志
道
軒
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
が
当
代
版
・
兼
好

を
演
じ
た
と
い
う
の
は
全
く
の
虚
構
で
は
な
い
。
恐
ら
く
実
際
に
、

彼
は
こ
の
「
玉
の
巵
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
幾
百
回
と
な
く
唱
え
て
い
た

は
ず
だ
。

　

通
俗
文
芸
の
世
界
で
は
、「
兼
好
」
と
「
恋
」
の
結
び
つ
き
は
、

ほ
と
ん
ど
当
た
り
前
の
よ
う
に
出
て
く
る
。
現
代
か
ら
す
れ
ば
あ
ま

り
ピ
ン
と
来
な
い
兼
好
像
が
、
江
戸
時
代
の
文
芸
界
で
は
躍
動
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

３　

学
者
た
ち
の
議
論

　

通
俗
文
芸
の
世
界
に
お
け
る
兼
好
像
が
「
恋
」
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
、
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
徒
然
草
を
学
術
的
に

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
人
々
の
間
で
は
、
こ
の
問
題
は
ど
う
取
り
扱

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
も
早
い
反
応
は
、
江
戸
初
期
の
儒
学
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者
・
林
羅
山
の
徒
然
草
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
。
羅
山
は
徒
然
草
・
第

三
段
の
恋
愛
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
以

下
、
適
当
に
要
約
し
て
引
用
す
る
。

兼
好
の
、「
色
を
好
ま
な
い
の
は
人
間
の
自
然
な
あ
り
方
で
は

な
い
」
と
す
る
考
え
は
、
仏
教
者
に
し
て
は
殊
勝
な
考
え
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
男
女
の
道
は
、
飲
食
に
も
ま
し
て
捨
て
が
た
い

も
の
だ
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
同
じ
兼
好
が
、
恋
に
迷
っ
て
親
の

諫
め
や
世
の
譏
り
を
も
顧
み
な
い
の
を
良
し
と
す
る
の
は
い
か

が
な
も
の
か
。
恋
愛
は
大
事
な
も
の
で
あ
る
が
、
度
が
過
ぎ
て

は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。（『�
野��
槌�
』）

の 
づ
ち

仏
教
は
基
本
的
に
は
色
欲
を
認
め
な
い
。
欲
望
を
捨
て
去
る
こ
と
で

悟
り
に
近
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
儒
教
は
逆
に
、
そ
れ
を
人
間

の
基
本
的
な
欲
望
と
し
て
肯
定
す
る
。
子
供
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、

社
会
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
羅
山
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

兼
好
の
こ
の
刺
激
的
な
恋
愛
論
を
「
な
か
な
か
よ
く
分
か
っ
て
い
る

で
は
な
い
か
」
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
恋
も
度
が
過
ぎ
れ
ば
、

儒
教
の
大
事
な
徳
目
と
し
て
の
「
孝
」
に
支
障
が
出
て
く
る
。
親
の

言
う
こ
と
を
素
直
に
聞
き
入
れ
る
の
が
、
子
と
し
て
の
務
め
だ
か
ら

だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
兼
好
の
論
は
行
き
過
ぎ
だ
と
羅
山
は
批

判
す
る
の
で
あ
る
。

　

徒
然
草
が
全
篇
マ
ジ
メ
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
兼
好
の
節
操
を

弁
護
し
よ
う
す
る
側
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
ど
う

い
っ
た
反
論
を
し
た
か
。
例
え
ば
羅
山
と
も
親
交
が
深
か
っ
た
歌
学

者
・
松
永
貞
徳
は
、
次
の
よ
う
に
こ
の
段
を
読
む
。

若
い
時
に
女
色
に
ふ
け
る
の
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
嫌
う
こ

と
な
の
に
、
徒
然
草
で
そ
れ
を
奨
励
す
る
よ
う
に
書
い
て
い
る

の
を
、
人
は
不
審
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
が
兼

好
の
新
し
い
筆
法
で
、
ま
ず
こ
の
よ
う
に
恋
の
道
を
褒
め
る
の

は
、
後
に
ビ
シ
ッ
と
戒
め
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば�
虫
薬��
（
子

む
し
ぐ
す
り

ど
も
の
腹
痛
を
治
す
薬
）
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
砂

糖
を
先
に
含
ま
せ
る
の
と
似
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
方
法
が
こ

れ
で
あ
る
。（『��
慰
草�
』）

な
ぐ
さ
み
ぐ
さ

恋
愛
の
奨
励
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
謂
わ
ば
釣
り
餌
で
あ
っ
て
、

実
は
後
に
教
訓
を
垂
れ
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
と
い
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、「
万
に
い
み
じ
く
と
も
」
云
々
の
言
葉
は
、
兼
好
の
本
心
で

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
彼
ら
よ
り
一
世
代
ほ
ど
後
の
歌
学
者
・
高
田�
宗
賢�
は
、
こ

そ
う
け
ん

の
段
を
、
例
え
ば
歌
人
が
恋
の
題
を
前
に
し
て
歌
を
作
る
場
合
の
よ

う
に
、
歌
人
と
し
て
の
兼
好
が
、
業
平
や
光
源
氏
と
い
っ
た
色
好
み

に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
そ
の
気
持
ち
を
書
い
た
だ
け
な
の
だ
と
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
虚
構
」
で
あ
っ
て
、
や

は
り
兼
好
の
本
心
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
好

色
法
師
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
堕
ち
ぬ
よ
う
、
ど
う
に
か
し
て
兼
好

の
節
操
の
正
し
さ
を
保
持
し
よ
う
と
、
兼
好
擁
護
派
の
学
者
た
ち
は

い
ろ
い
ろ
と
腐
心
し
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
弁
護
を
得
て
も
な
お
、
兼
好
の
節
操
を
疑
う
者
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は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
元
禄
頃
の
儒
学
者
・
藤
井�
懶
斎�
が
そ
の
一

ら
ん
さ
い

人
で
あ
る
。
彼
は
先
に
見
た
よ
う
な
貞
徳
や
宗
賢
の
説
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。
ま
ず
貞
徳
の
説
に
対
し
て
。

後
に
戒
め
る
た
め
に
、
先
に
恋
の
道
を
褒
め
た
の
だ
と
い
う
解

釈
は
、
ま
ず
刀
で
人
を
傷
つ
け
て
お
い
て
、「
こ
れ
は
後
に
治
療

す
る
た
め
だ
」
と
説
く
よ
う
な
も
の
で
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し

い
治
療
の
技
術
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
か
ら
傷
を
負
わ
せ

な
い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
ま
た
、
砂
糖
を
少
し

与
え
て
虫
を
引
き
動
か
し
、
虫
薬
を
何
度
も
飲
ま
せ
れ
ば
、
確

か
に
虫
は
退
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
薬
が
少
し
で
砂
糖
が
多
け

れ
ば
ど
う
な
る
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
徒
然
草
は
、
好
色
（
砂
糖
）

を
語
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
戒
め
る
言
葉

（
虫
薬
）
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

懶
斎
先
生
、
な
か
な
か
鋭
い
ツ
ッ
コ
ミ
で
あ
る
。
ま
た
宗
賢
の
説
に

つ
い
て
は
こ
う
言
う
。

も
し
和
歌
の
撰
集
な
ら
ば
、
確
か
に
「
恋
」
の
部
が
必
要
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
徒
然
草
の
中
に
、「
恋
」
が
必
要
で
あ
る
理

由
は
何
一
つ
な
い
。
兼
好
は
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
時
に
釈
迦

に
代
わ
っ
て
無
常
を
説
き
、
老
荘
に
代
わ
っ
て
玄
虚
を
説
い
て

い
る
。
そ
し
て
彼
は
自
ら
言
う
、「
狂
人
の
ま
ね
と
て
大
路
を

走
ら
ば
、
す
な
は
ち
狂
人
な
り
。
…
偽
り
て
も
賢
を
学
ぶ
を
賢

と
い
ふ
べ
し
」
と
。
な
ら
ば
兼
好
は
釈
迦
や
孔
子
、
老
子
の
真

似
を
こ
そ
す
べ
き
で
あ
っ
て
、「
何
ぞ
恋
す
る
戯
れ
男
の
真
似

を
ば
せ
ん
や
」。（『
徒
然
草
摘
議
』）

懶
斎
の
頭
の
中
に
は
、
文
章
と
い
う
も
の
は
「
道
」
を
載
せ
る
器
で

あ
り
、
す
べ
か
ら
く
世
の
役
に
た
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
文
学
載
道
論
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
よ

う
な
発
言
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
古
典

と
し
て
名
高
い
伊
勢
物
語
や
源
氏
物
語
で
さ
え
、
彼
ら
儒
学
者
は
基

本
的
に
、
こ
れ
を
邪
淫
の
書
と
し
て
敬
遠
す
る
。
純
粋
と
言
え
ば
純

粋
で
あ
る
が
、
偏
狭
と
言
え
ば
い
か
に
も
偏
狭
な
考
え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
江
戸
前
期
ま
で
は
、
そ
う
い
う
ア
ツ
い
儒
学
者
が
特
に

多
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
懶
斎
は
こ
れ
を
「
我
が
子
の
た
め
に
」
す
る
論
だ
と

言
っ
て
お
り
、
本
心
で
は
こ
の
よ
う
な
兼
好
の
あ
り
方
を
許
容
す
る

だ
け
の
心
の
余
裕
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
儒
学
と
い

う
新
し
い
も
の
の
考
え
方
が
十
分
に
咀
嚼
さ
れ
る
に
は
、
時
代
は
ま

だ
ま
だ
蒼
く
、
彼
ら
は
努
力
し
て
こ
の
思
想
を
市
民
に
浸
透
さ
せ
る

必
要
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
際
の
格
好
の
素
材
と
し
て
―
―
ど
ち
か

と
言
え
ば
反
面
教
師
的
な
素
材
と
し
て
、
徒
然
草
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　

兼
好
擁
護
派
は
再
び
こ
れ
に
反
論
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
今
そ
れ

ら
は
省
略
に
従
い
、
批
判
派
の
意
見
の
一
端
の
み
い
く
つ
か
紹
介
し

よ
う
。「
釈
門
（
＝
仏
道
）
に
入
り
に
し
甲
斐
さ
へ
な
く
て
、
女
色
に

溺
れ
一
生
を
誤
り
、
今
に
至
つ
て
汚
名
を
残
し
つ
る
こ
そ
、
な
げ
き

て
も�
余�
あ
る
事
な
れ
」（�
室���
鳩
巣

������

�
『
駿
台
雑
話
』
巻
四
「
つ
れ�
�

あ
ま
り 

む
ろ
き
ゅ
う
そ
う
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草
」）、「
色
に
お
ぼ
れ
た
る
法
師
な
り
な
」（
田
安
宗
武
『
徒
然
草
評

論
』
第
七
段
）、「
こ
の
法
師
、
さ
と
っ
た�
貌�
で
も
実
は
い
か
う
（
＝

か
ほ

と
て
も
）
女
好
き
で�
有�
た
こ
と
は
、
こ
の
段
の
次
で�
直�
に
知
れ
る
。

あ
つ 

じ
か

�
夫�
は
…
」（
平
田
篤
胤
『
悟
道
弁
』
巻
上
）
等
々
。「
兼
好
」
と
「
恋
」

そ
れと

い
う
命
題
は
、
通
俗
文
芸
界
の
み
な
ら
す
、
学
芸
界
に
お
い
て
も

等
閑
視
で
き
な
い
問
題
な
の
だ
っ
た
。

　
　
　

４　

む
す
び

　

恋
す
る
兼
好
。
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
江
戸
か
ら
明
治
頃
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
兼
好
像
が
息

づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
兼
好
像
が
陰
に
追
い
や
ら
れ
、
兼
好
は
き
わ
め
て
真
面

目
な
人
で
、
徒
然
草
は
何
や
ら
説
教
く
さ
い
本
、
と
い
う
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
や
は
り
、
本
格
的
な
国
民
教
育
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
明
治

十
年
代
後
半
か
ら
で
、
徒
然
草
か
ら
た
め
に
な
る
章
段
ば
か
り
を
書

き
抜
い
た
、
副
読
本
や
教
科
書
が
現
れ
始
め
て
か
ら
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
先
駆
け
的
な
も
の
で
あ
る
高
津
柏
樹
の
『
徒
然

草
読
本
』（
明
治
十
七
年
刊
）
の
凡
例
に
は
、

又
、
男
女
の
交
情
を
い
ふ
に
至
り
て
は
、
大
体
、
妻
を
ば
持
つ

ま
じ
き
者
と
し
、
密
婦
を
愛
す
る
件
を
所
々
に
載
せ
、�
彼�
好
色

か
の

ま
ざ
ら
ん
男
子
は
玉
の
巵
の
底
な
き
心
地
す
と
い
ひ
、
又
は
久

米
の
仙
人
が
通
を
失
へ
る
を
説
き
、
女
の
髪
に
は
大
象
も
繋
が

る
と
い
ひ
、�
其��
余�
（
＝
そ
の
他
）、
雪
月
花
に
つ
き
て
、
色
情
の

そ
の 
よ

談
話
所
々
に
散
見
せ
り
。
何
れ
も
文
を
舞
し
意
を
巧
に
し
て
、

限
り
な
き
風
韻
あ
り
て
面
白
け
れ
ど
、
道
徳
上
よ
り�
看�
る
時
は
、

み

此こ
れ

���
�
亦
疵�
な
き
物
と
も
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

ま
た
き
ず

と
あ
る
。
要
は
最
後
の
一
文
に
明
ら
か
で
、
ゆ
え
に
「�
此��
等�
の
件
々

こ
れ 
ら

を
削
除
し
、
文
章
の
優
美
に
し
て
、
意
味
の
精
妙
な
る
者
の
み
を
採

ら
ば
」、
徒
然
草
は
も
っ
と
輝
き
を
増
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
に
、
大
和
田
建
樹
『
徒
然
草
類
選
』（
明
治
十
八
年

刊
）
の
巻
頭
言
に
は
、「
文
章
は
よ
し
と
い
へ
ど
も
、
事�
猥
褻�
に
わ
た

わ
い
せ
つ

り
て
教
科
書
に
不
適
当
の
も
の
は
こ
れ
を
撰
ば
ず
」
と
断
ら
れ
て
い

る
。

　

も
ち
ろ
ん
明
治
に
入
っ
て
、
徒
然
草
の
注
釈
書
が
こ
れ
ら
抜
粋
本

ば
か
り
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
き
ち
ん
と
全
章
段
を
注

釈
し
た
も
の
が
い
く
つ
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
「
教
科
書
」
の
威
力
は
絶
大
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
さ
ら
に
は

特
に
戦
後
、
我
が
国
の
文
学
史
の
中
に
「
中
世
」
と
い
う
時
代
区
分

を
設
け
る
こ
と
が
一
般
化
し
、
そ
の
時
期
の
文
学
が
「
無
常
観
の
文

学
」
と
し
て
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、「
恋
す
る
兼
好
」
像

は
ほ
と
ん
ど
陰
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
無
常
観
論
者
に
よ
れ

ば
、
兼
好
の
恋
愛
発
言
も
ま
た
、
結
局
は
「
は
か
な
さ
」
を
根
底
に

持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
私
に
は
そ
こ
が
、
何
か
分

か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
部
分
な
の
で
あ
る
。
兼
好
は
本
当
に
、
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そ
れ
を
「
は
か
な
い
」
も
の
と
観
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

近
代
に
お
け
る
徒
然
草
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
ま
だ

ま
だ
勉
強
中
の
身
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

取
り
あ
え
ず
江
戸
時
代
に
お
け
る
兼
好
像
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、
徒
然
草
に
別
の
一
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
徒
然
草
の
評
価
の
上
で

か
な
り
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
だ
け
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
兼
好
と
い
う
人
物
の
人
柄
や
徒
然
草
の
執
筆

意
図
を
考
え
る
と
き
に
、
一
度
「
無
常
観
」
と
い
う
近
代
の
呪
縛
を

外
し
て
、
ゼ
ロ
の
段
階
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
の
も
ま
た
有
効
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

物洗う女性の脛を見て神通力を失う久米仙人＝『徒然草絵抄』より（部分）
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