
『
壇
浦
兜
軍
記
』

に
つ
い
て

『
出
世
景
清
』

序

享
保
か
ら
宝
暦
に
及
ぶ
十
八
世
紀
前
半
は
、
操
浄
瑠
璃
の
全
盛
時

代
で
あ
り
、
日
本
の
戯
曲
史
上
最
も
豊
鏡
な
時
期
と
い
え
る
。
竹
本

・
豊
竹
の
両
座
の
芸
風
が
、
操
り
人
形
芝
居
界
の
二
大
勢
力
と
し
て

そ
の
技
を
競
い
、
竹
本
座
の
作
者
に
文
耕
堂
・
長
谷
川
千
四
な
ど
が

出
て
く
る
。

乙
の
両
人
の
合
作
に
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
九
月
大
阪
竹

本
座
の
『
壇
浦
兜
軍
記
』
が
あ
る
。
初
演
の
翌
年
に
は
歌
舞
伎
に
は

い
り
、
享
保
十
八
年
三
月
よ
り
大
阪
嵐
座
で
同
じ
外
題
名
で
上
演
さ

れ
た
。
舞
曲
『
景
清
』
の
大
筋
の
上
に
、
謡
曲
『
大
悌
供
養
』
『
景

清
』
、
古
浄
瑠
璃
『
か
げ
き
よ
』
な
ど
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ
た
も

の
が
近
松
作
の
『
出
世
景
清
』
（
貞
享
二
年
竹
本
座
）
で
あ
る
が
、

乙
れ
を
文
耕
堂
特
有
の
趣
向
を
凝
ら
し
て
一
層
劇
的
に
改
作
し
た
も

の
が
本
曲
で
あ
る
。

こ
乙
で
私
は
、
多
く
の
先
行
作
品
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
浄
曲
咽

璃
史
上
時
期
を
画
す
る
『
出
世
景
清
』
と
、
乙
れ
を
踏
ま
え
た
『
壇

浦
兜
軍
記
』
の
二
つ
の
作
品
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
、
両
作
品
を
比 を

踏
ま
え
て
1

1

日

高

扶

由

美

較
し
て
、
『
壇
浦
兜
軍
記
』
が
ど
ん
な
意
図
を
も
っ
て
新
し
く
創
作

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
主
人
公
景
清
を
中
心
に
他
の
入
物
像
に
つ
い

て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

本
論第

一
章
先
行
作
品
に
見
ら
れ
る
景
清
像

現
実
を
遊
離
し
た
夢
幻
的
な
世
界
を
中
世
芸
能
の
諸
ジ
ャ
Y

ルル」

通
し
て
、
景
清
は
平
家
生
き
残
り
の
伝
説
的
英
雄
へ
と
大
き
な
変
貌

を
遂
げ
、
江
戸
人
の
心
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

景
清
が
、
曽
我
兄
弟
や
義
経
と
同
じ
よ
う
に
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に

し
ば
し
ば
登
場
し
て
国
民
に
親
し
ま
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

曽
我
兄
弟
の
敵
討
や
、
義
経
の
判
官
び
い
き
に
匹
敵
す
る
様
々
の
伝

説
を
生
み
つ
つ
、
民
衆
に
よ
っ
て
成
長
さ
せ
ら
れ
た
一
人
の
国
民
的

英
雄
、
景
清
に
つ
い
て
と
れ
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

景
清
が
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
の
は
『
平
家
物
語
』
で
あ
る
。
景

清
は
、
数
人
の
侍
大
将
の
中
の
一
人
と
し
て
出
現
し
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
景
清
の
存
在
が
、
甚
だ
影
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
わ
か
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る
。
だ
が
、
乙
の
景
清
も
物
語
の
終
わ
り
近
く
、
三
穂
屋
十
郎
と
の

緩
引
（
覚
一
本
・
巻
十
一
・
弓
流
）
で
は
、
大
い
に
剛
勇
ぶ
り
を
発

揮
し
、
侍
大
将
の
し
ん
が
り
か
ら
、

ζ

乙
で
は
名
の
知
れ
た
剛
力
無

双
の
荒
武
者
と
な
っ
て
い
る
。

ま
（
ツ
）
怠
き
に
す
』
ん
だ
る
み
を
の
や
の
十
郎
が
馬
の
左
の
む

な
が
い
づ
く
し
を
、
ひ
や
う
づ
ぱ
と
ゐ
て
、
は
ず
の
か
く
る
L
程

ぞ
ゐ
ζ

う
だ
る
。
持
風
を
か
へ
す
様
に
馬
は
ど
う
ど
た
ふ
る
れ
ば
、

主
は
馬
手
の
足
を
ζ

い
て
お
り
た
（
ツ
）
て
、
や
が
て
太
万
を
ぞ

ぬ
い
た
り
け
る
。
た
て
の
か
げ
よ
り
大
長
万
う
ち
ふ
（
ツ
）
て
か

L
り
け
れ
ば
、
み
を
の
屋
の
十
郎
、
小
太
万
長
万
に
か
な
は
じ
と

や
思
ひ
け
む
、
か
い
ふ
い
て
に
げ
け
れ
ば
、
擁
つ
づ
い
て
お
（
ツ
）

か
け
た
り
。
長
万
で
な
が
ん
ず
る
か
と
見
る
慮
に
、
さ
は
な
く
し

て
、
甲
の
し
ζ

ろ
を
つ
か
ま
ん
と
す
。
っ
か
ま
れ
じ
と
は
し
る
。

三
度
つ
か
み
は
づ
い
て
、
四
度
の
た
ぴ
む
（
ン
）
ず
と
つ
か
む
。

し
ば
し
ぞ
た
ま
（
ツ
）
て
見
え
し
、
鉢
つ
け
の
い
た
よ
り
ふ
っ
と

ひ
（
ツ
）
き
（
ツ
）
て
ぞ
に
げ
た
り
け
る
。
の
こ
り
四
騎
は
馬
を

を
し
う
で
か
け
ず
、
見
物
し
て
こ
そ
ゐ
た
り
け
れ
。
み
を
の
屋
の

十
郎
は
み
か
た
の
馬
の
か
げ
に
に
げ
入
て
、
い
き
づ
き
ゐ
た
り
。

敵
は
お
う
て
も
こ
で
、
長
万
杖
に
つ
き
、
甲
の
し
乙
ろ
を
さ
し
あ

げ
、
大
音
撃
を
あ
げ
て
、
「
日
ご
ろ
は
音
に
も
き
L

つ
ら
ん
、
い

ま
は
自
に
も
見
給
へ
。
是
ζ

そ
京
わ
ら
ん
べ
の
よ
ぷ
な
る
上
綿
の

悪
七
兵
衛
景
清
よ
」
と
な
の
り
捨
て
ぞ
か
へ
り
け
る
。

そ
し
て
、

乙
の
綴
引
の
話
は
、
後
の
「
壇
浦
兜
軍
記
』
の
中
心
プ
ロ

ッ
ト
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
人
々
に
強
烈

な
印
象
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
豪
勇
無
双
な
人
間
像
は
乙
ζ

よ
り
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

綴
引
の
話
の
中
の
景
清
の
名
乗
り
か
ら
石
黒
吉
次
郎
氏
は
「
景
清

は
既
に
京
童
部
の
間
で
評
判
に
な
る
よ
う
な
異
例
の
人
物
と
し
て
意

識
怠
れ
、
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
人
間
の
よ
う
な
感
触
も
得

ら
れ
る
。
」
（
中
世
に
お
け
る
「
景
清
物
」
を
め
ぐ
っ
て
）
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
識
が
、
平
家
残
党
の
活
躍
に
お
け
る
景
清
へ

の
集
中
ぶ
り
に
伺
わ
れ
、
島
原
清
伝
説
が
、
庶
民
の
意
識
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
中
世
芸
能
に
お
け
る
「
景
清
物
」
の
話
の
中
心
は
大
悌
供

養
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
三
月
、

頼
朝
が
奈
良
大
悌
供
養
を
行
っ
た
事
は
『
吾
妻
鏡
」
に
も
見
え
て
い

る
史
実
で
あ
り
、
謡
曲
『
大
仰
供
養
』
か
ら
幸
若
舞
曲
『
景
清
』
、

古
浄
腐
璃
『
か
げ
き
よ
』
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
や
や
異
質
な
も
の
に
、

謡
曲
『
景
清
』
が
あ
る
。
前
者
が
、
大
傍
供
養
を
め
ぐ
る
頼
朝
暗
殺

計
画
の
中
で
、
景
清
が
超
人
的
に
措
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後

者
は
、
終
始
落
ち
ぶ
れ
た
姿
で
登
場
し
て
い
る
。

謡
曲
『
大
傍
供
養
』
は
、
構
成
を
前
後
二
段
に
構
え
て
お
り
、
第

一
段
に
母
子
の
情
愛
を
、
第
二
段
に
武
士
の
忠
誠
武
勇
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
勇
士
と
し
て
は
景
清
が
弱
々
し
く
、
仇
討
も
結
果
は

失
敗
に
終
わ
り
、
ま
だ
闘
志
は
保
っ
て
い
る
・
も
の
の
全
体
的
に
生
気

を
欠
い
て
い
る
。

謡
曲
『
景
清
』
で
は
、
景
清
の
勇
壮
た
る
荒
武
者
の
面
影
は
鎮
引

の
語
り
の
中
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
現
実
の
姿
を
恥
じ
る
が
故
に
、
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久
し
振
り
に
逢
っ
た
娘
と
の
対
面
を
避
け
よ
う
と
す
る
景
清
の
苦
渋

に
満
ち
た
態
度
が
、
盲
目
の
乞
食
姿
と
共
に
哀
れ
で
あ
る
。
ま
た
、

盲
目
の
老
武
者
に
功
名
話
を
さ
せ
て
、
勇
士
の
末
路
を
痛
ま
し
く
描

き
出
し
た
所
に
非
壮
感
が
漂
い
、
謡
曲
『
大
傍
供
養
』
に
比
べ
て
、

景
清
像
が
老
い
衰
え
陰
惨
を
極
め
て
い
る
。
な
お
、
本
曲
で
は
情
人

や
娘
を
設
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
に
大
き
く
発
展
し
て
い
く
。

幸
若
舞
曲
に
も
『
景
清
』
が
あ
る
。
乙
れ
は
、
前
述
し
た
謡
曲

『
大
悌
供
養
』
『
景
清
』
の
二
曲
と
同
様
の
説
話
を
取
り
扱
っ
た
も

の
で
あ
り
、
か
な
り
劇
性
が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
景
清
の
源
氏
に
対

す
る
復
讐
謹
を
中
心
に
、
大
併
供
養
、
情
婦
の
密
告
、
牢
破
り
、
観

音
の
身
替
り
、
霊
験
に
よ
る
開
服
、
日
向
落
ち
な
ど
の
劇
的
な
趣
向

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
牢
破
り
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
表

題
も
『
景
清
附
寵
破
』
と
な
っ
て
い
る
。
幸
若
の
景
清
は
、
前
述
し

た
謡
曲
『
景
清
』
と
は
全
く
対
照
的
に
、
豪
勇
無
双
な
新
し
い
英
雄

像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

古
浄
瑠
璃
『
か
げ
き
よ
』
（
寛
文
十
一
年
刊
）
の
正
本
は
、
鈴
鹿

三
七
氏
に
よ
っ
て
京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
書
庫
か
ら
発
見
さ
れ
、

殆
ど
幸
若
の
『
景
清
』
の
本
文
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
、
そ
れ
ほ
ど

目
立
っ
た
改
作
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
角
田
一
郎
氏
は
、
古

浄
瑠
璃
『
か
げ
き
よ
』
と
『
出
世
景
清
』
を
比
較
し
て
、
近
松
の
独

創
性
を
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
（
表
参
照
）

『
出
世
景
清
』
は
、
近
松
・
義
太
夫
が
提
携
し
た
最
初
の
作
品
で

あ
り
、
幸
先
よ
か
れ
と
「
出
世
」
の
語
を
冠
ら
せ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
普
通
、
乙
れ
よ
り
以
前
の
浄
瑠
璃
を
古
浄
瑠
璃
と
呼
ん
で
区
別

し
、
そ
う
い
う
意
味
で
正
に
画
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
。
景
清
の
頼

朝
に
対
す
る
復
讐
と
、
景
清
と
愛
人
阿
古
屋
と
の
葛
藤
と
い
う
こ
つ

の
主
題
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
『
出
世
景
清
』
の
景
清
像
は
、

武
士
的
な
偏
狭
さ
、
頑
な
き
ゃ
ぞ
持
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
謡
曲
の
景

清
像
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
野
姫
を
新
た
に
書
き
加
え

て
お
り
、
阿
古
屋
の
性
格
が
変
え
ら
れ
、
人
間
と
し
て
同
情
し
得
る

人
物
に
し
て
い
る
。
牢
破
り
や
身
替
り
は
、
舞
曲
・
古
浄
溜
璃
と
同

巧
で
あ
る
が
、
綴
引
を
入
れ
た
の
は
最
後
の
場
面
だ
け
に
極
め
て
効

果
的
で
あ
り
、
盲
目
の
ま
ま
日
向
へ
下
っ
て
い
か
せ
る
所
に
は
作
者

の
新
し
い
姿
勢
が
伺
わ
れ
る
。

以
上
『
平
家
物
語
』
か
ら
『
出
世
景
清
』
ま
で
考
察
を
進
め
て
き

て
、
ほ
ぼ
「
景
清
物
」
の
展
開
の
終
局
を
求
め
る
乙
と
が
で
き
た
。

が
、
近
松
以
後
も
景
清
劇
は
書
か
れ
、
直
接
、
近
松
の
『
出
世
景
清
』

に
そ
の
題
材
の
多
く
を
求
め
た
本
作
は
、
よ
り
劇
的
変
化
を
持
つ
よ

う
に
各
段
を
組
み
立
て
て
い
る
。
次
の
第
二
章
で
『
壇
浦
兜
軍
記
』

の
各
段
の
内
容
分
析
を
し
な
が
ら
『
出
世
景
清
』
（
先
行
作
品
）
と

の
比
較
を
通
し
て
、
『
壇
浦
兜
軍
記
』
に
お
け
る
新
し
い
景
清
の
人

間
像
を
考
察
し
た
い
。
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第
二
章
『
壇
浦
兜
軍
記
』
の
内
容
分
析

「
壇
浦
兜
箪
記
』
は
次
の
五
段
構
成
で
あ
る
。

初
段

主
人
公
景
清
で
あ
る
が
『
壇
浦
兜
軍
記
』
で
は
、
箕
尾
谷
の
つ
け

て
い
た
兜
の
綴
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
乙
と
か
ら
、
そ
の
恥
辱
を
そ
そ
ご

う
と
箕
尾
谷
か
ら
命
を
狙
わ
れ
る
。
乙
れ
は
、
景
清
が
頼
朝
を
狙
う

と
と
と
平
行
し
て
展
開
し
て
い
き
『
出
世
景
清
』
に
は
見
ら
れ
な
か
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段す文 事

。
の 滑

終
。 。

を 同 文
る 但 奉 趣

。
、』J

し 行 異、
す 文。 。

（
角
田
一
郎
氏
・

「
古
浄
溜
璃
『
か
げ
き
よ
』
と
『
出
世
景
清
』
の
関
係
」
に
依
る
）
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一『噛司

っ
た
話
で
あ
る
。

ま
た
、
源
平
合
戦
の
綴
引
は
『
出
世
景
清
』
で
は
五
段
自
に
語
ら

れ
た
が
『
壇
浦
兜
軍
記
』
で
は
初
段
に
位
置
す
る
と
と
か
ら
、
銀
引

の
話
が
観
客
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と

と
が
わ
か
る
。

為
政
者
頼
朝
は
最
高
権
威
者
と
し
て
自
分
を
狙
う
景
清
に
も
温
情

を
か
け
る
名
君
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
天
下
国
家
に
お
け
る
頼
朝

の
権
威
の
確
立
は
、
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
人
間
性
も
ま
た
、
然
り
で
あ
る
。

敵
役
と
し
て
岩
永
左
衛
門
（
頼
朝
の
家
臣
）
、
大
日
坊
（
景
清
の

叔
父
）
、
蔭
摩
五
郎
（
平
家
の
臣
）
の
謀
略
が
あ
り
、
三
人
と
も
先

行
作
品
に
は
出
て
乙
な
い
人
物
で
あ
る
。
結
局
は
敵
役
は
岩
永
一
人

に
結
集
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
『
出
世
景
清
』
で
の
敵
役
と
い
え
ば

阿
古
屋
の
兄
十
蔵
で
あ
る
が
「
壇
浦
兜
筆
記
』
で
岩
永
が
敵
役
と
し

て
占
め
る
役
割
が
、
劇
の
中
で
ζ
れ
か
ら
ど
う
展
開
し
て
い
く
か
重

要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

次
、
景
清
が
大
悌
供
養
の
場
に
現
れ
る
「
ゃ
っ
し
」
の
描
写
を
見

て
い
き
た
い
。
謡
曲
『
大
悌
供
養
』
の
神
主
姿
。
幸
若
舞
曲
「
景
清
』

・
古
浄
瑠
璃
『
か
げ
き
よ
』
の
僧
形
姿
と
大
時
代
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
『
出
世
景
清
』
は
全
く
趣
を
変
え
て
人
足
姿
で
登
場
し
て
く
る
。

そ
し
て
、
幸
若
舞
曲
・
古
浄
瑠
璃
で
の
東
大
寺
転
害
門
で
僧
兵
姿
、

般
若
土
寸
で
山
伏
姿
、
清
水
寺
で
乞
写
人
姿
と
三
回
の
変
装
が
『
出
世

景
清
』
で
は
一
固
に
集
約
・
3
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
人
足
に
で
も
化

け
て
入
り
込
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
い
う
真
実
性
の
た
め
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
『
壇
浦
兜
軍
記
』
で
は
初
段
の
僧
兵
姿
、
四
段
目
の
大
工
姿

と
二
回
の
変
装
が
見
え
る
。
大
工
姿
の
方
は
恐
ら
く
「
出
世
景
清
』

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
、
普
請
場
に
ふ
さ
わ
し
く
自
然

な
変
装
で
あ
る
が
、
初
段
の
僧
兵
姿
は
幸
若
舞
曲
・
古
浄
潤
璃
に
よ

る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

と
ζ

ろ
で
『
壇
浦
兜
軍
記
』
の
景
清
は
、
勇
猛
な
景
滑
ら
し
い
立

ち
回
り
は
す
る
も
の
の
、
決
し
て
先
行
作
品
に
見
ら
れ
た
忍
術
な
ど

使
わ
な
い
自
然
な
展
開
と
な
っ
て
い
て
、
あ
く
ま
で
人
間
ら
し
く
措

か
れ
て
お
り
、
中
世
芸
能
の
荒
唐
無
稽
な
世
界
か
ら
脱
け
出
そ
う
と

し
て
い
た
と
と
が
認
め
ら
れ
る
。

二
段

『
出
世
景
清
』
に
登
場
す
る
人
物
で
、
本
作
に
お
い
て
大
き
く
改

作
さ
れ
て
い
る
人
物
の
一
人
に
井
場
十
蔵
が
い
る
。
十
蔵
は
、
幸
若

舞
曲
や
古
浄
瑠
璃
に
は
見
ら
れ
ず
『
出
世
景
清
』
に
よ
っ
て
新
し
く

創
作
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
金
欲
に
目
が
く
ら
み
、
妹
阿
古
屋
に

景
清
を
訴
人
す
る
よ
う
唆
す
類
型
的
な
敵
役
で
あ
っ
た
十
蔵
が
、
本

作
の
二
段
目
口
に
関
原
甚
内
と
い
う
世
渡
り
名
で
講
釈
師
と
し
て
登

場
す
る
新
し
い
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
景
清
と
容
貌
を
酷
似

さ
せ
る
と
い
う
意
表
を
つ
く
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

と
と
を
利
用
し
て
、
十
歳
が
景
清
の
身
替
り
に
な
ろ
う
と
す
る
乙
と

は
、
後
の
段
に
も
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
、
や
や
劇
的
に
過
ぎ
る
も

の
の
『
壇
浦
兜
軍
記
』
に
お
け
る
改
作
の
効
果
的
な
趣
向
の
一
つ
で

あ
る
。
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き
て
、
十
蔵
と
並
ん
で
阿
古
屋
も
『
出
世
景
清
』
と
比
べ
て
大
き

く
変
化
し
て
い
る
。
身
分
は
遊
女
（
遊
君
）
と
変
わ
ら
な
い
が
、
先

行
作
品
が
景
清
訴
人
に
絡
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
『
壇
浦
兜
軍
記
』



で
は
、
全
く
訴
人
と
は
関
係
な
い
貞
節
心
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
．
幸
若
舞
曲
・
古
浄
瑠
璃
で
単
純
な
裏
切
り
者
に
す
ぎ
な
か

っ
た
阿
古
屋
が
『
出
世
景
清
』
で
は
、
且
京
清
を
愛
す
る
あ
ま
り
嫉
妬

に
か
ら
れ
て
兄
＋
そ
し
て
訴
人
す
る
と
い
う
十
分
に
同
情
し
得
る
人
物

に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
阿
古
屋
の
嫉
妬
は
、
幸
若
舞
曲
・
古
浄
瑠
璃

の
重
訴
の
一
端
に
垣
間
見
ら
れ
る
程
度
だ
っ
た
が
、
恐
ら
く
『
出
世

景
清
』
で
は
、
乙
の
嫉
妬
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
強
調
拡
大
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
壇
浦
兜
軍
記
』
に
も
顕
著
に
表
れ
て
お
り
べ

五
条
坂
の
色
里
を
舞
台
に
『
出
世
景
清
』
で
阿
古
屋
を
悲
劇
の
女
性

に
化
し
た
女
性
の
業
で
あ
る
嫉
妬
が
、
ま
た
も
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

金
欲
と
色
欲
の
親
方
戸
平
次
が
、
景
清
の
縁
者
で
あ
る
大
宮
司
父

娘
を
密
告
に
行
っ
た
聞
に
、
阿
古
屋
は
衣
笠
を
逃
が
し
て
、
命
を
賭

け
て
自
分
が
捕
わ
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
衣
笠
も
密
告
し
た
戸

平
次
を
殺
し
て
自
害
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
景
清
の
妻
と
し
て
の
意

地
を
貫
き
通
す
。
景
清
を
軸
と
し
た
二
人
の
女
！
遊
女
と
妻
！
の
夫

へ
の
愛
情
は
、
互
い
の
立
場
で
精
一
杯
全
う
さ
れ
て
い
る
が
、
衣
笠

が
乙
の
段
で
死
ぬ
所
か
ら
、
作
者
が
阿
古
屋
の
方
に
重
き
を
置
い
て

筆
を
執
っ
た
乙
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三
段

景
清
の
行
方
を
白
状
し
な
い
阿
古
屋
に
向
か
っ
て
、
畠
山
重
忠
は

温
情
あ
る
尋
問
を
行
う
。
そ
し
て
、
重
忠
は
阿
古
屋
を
拷
問
す
る
責

め
道
具
と
し
て
等
・
三
味
線
・
胡
弓
を
使
う
。

ζ

の
意
外
な
趣
向
は

観
客
を
驚
か
せ
、
喜
ば
せ
た
と
と
と
思
わ
れ
る
。

琴
責
め
は
『
出
世
景
清
』
の
小
野
姫
拷
問
の
変
形
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
小
野
姫
の
責
め
場
は
『
出
世
景
清
』
の
大
き
な
山
場
で

あ
り
、
景
清
を
裏
切
っ
た
阿
古
屋
の
悲
劇
的
状
況
を
一
層
際
立
た
せ

る
場
面
で
あ
る
。
「
武
士
の
妻
」
と
し
て
拷
聞
に
耐
え
る
小
野
姫
の

献
身
的
な
姿
は
「
武
士
の
妻
」
に
な
れ
な
か
っ
た
阿
古
屋
の
「
遊
女
」

と
し
て
の
引
け
目
を
私
達
に
再
ぴ
想
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

故
に
『
出
世
景
清
』
三
段
目
の
責
め
場
の
主
役
は
、
勿
論
小
野
姫
で

あ
る
が
、
直
接
舞
台
に
は
出
て
来
な
い
阿
古
屋
と
の
対
比
が
な
さ
れ

る
奥
行
き
の
あ
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
乙
れ
が
、

後
世
に
影
響
を
与
え
て
『
壇
浦
兜
軍
記
』
の
誠
実
の
女
性
、
阿
古
屋

の
琴
責
め
に
な
る
の
で
あ
る
。
誠
意
を
込
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
三
曲
に

重
忠
は
深
く
感
動
し
、
乱
れ
の
な
い
真
心
の
乙
も
っ
た
演
奏
に
阿
古

屋
の
言
葉
に
偽
り
の
な
い
乙
と
を
見
届
け
、
釈
放
す
る
。

『
出
世
景
清
』
で
小
野
姫
が
無
残
に
拷
問
さ
れ
た
の
と
は
全
く
趣

を
変
え
て
、
法
廷
に
お
け
る
遊
女
の
琴
責
め
の
場
面
は
華
や
か
で
さ

え
あ
る
。
等
・
三
味
線
・
胡
弓
の
音
色
は
笈
愁
を
そ
そ
り
、
芝
居
独

特
の
美
を
醸
し
出
す
本
作
品
の
最
も
成
功
し
た
場
面
で
あ
り
、
音
曲

の
聞
か
せ
場
と
い
う
ζ

と
も
あ
っ
て
歌
舞
伎
に
も
模
倣
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
た
だ
『
出
世
景
清
』
の
小
野
姫
の
責
め
場
で
は
、
小
野
姫

の
献
身
が
却
っ
て
景
清
を
自
首
す
る
以
外
に
手
の
打
ち
ょ
う
を
な
く

し
、
頼
朝
復
讐
が
不
可
能
な
状
況
に
な
っ
た
矛
盾
が
あ
っ
た
。
が

『
壇
浦
兜
軍
記
』
の
阿
古
屋
琴
責
め
は
阿
古
屋
の
詮
議
の
み
で
終
わ

り
、
景
清
は
全
く
登
場
せ
ず
、
阿
古
屋
の
献
身
は
決
し
て
景
清
の
頼

朝
復
讐
を
阻
ん
で
は
い
な
い
。
乙
の
意
味
か
ら
も
『
壇
浦
兜
軍
記
』

の
阿
古
屋
の
献
身
が
、
真
に
景
滑
に
尽
く
す
貞
淑
な
女
性
の
姿
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
段
道
行
旅
寝
の
添
乳
歌
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本
段
の
阿
古
屋
の
道
行
に
限
っ
て
「
道
行
旅
寝
の
添
乳
歌
」
と
題

が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
道
行
が
本
作
の
見
せ
場
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
『
出
世
景
清
』
の
小
野
姫
が
、
父
の
命
に

代
わ
ろ
う
と
尾
張
か
ら
京
都
ま
で
乳
母
と
二
人
で
心
細
い
旅
を
し
た

の
に
対
し
、
本
作
で
は
景
清
と
の
子
を
生
ん
だ
阿
古
屋
が
、
そ
の
子

と
兄
十
蔵
と
共
に
京
都
か
ら
近
江
の
長
浜
ま
で
景
清
を
探
す
と
い
う

旅
で
あ
る
。
「
ね
ん

l
、
こ
ろ
h

。
泣
く
な
な
L

い
そ
」
と
阿
古
屋

が
子
を
あ
や
す
子
守
歌
が
、
小
野
姫
の
道
行
と
は
違
っ
た
の
ど
か
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

辻
堂
で
再
会
を
喜
び
合
う
景
清
と
十
蔵
・
阿
古
屋
兄
妹
。
景
清
は
、

人
間
的
愛
情
に
富
ん
だ
一
面
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
大
義
の
た
め
に

喜
ん
で
命
を
断
と
う
と
す
る
十
蔵
の
武
士
と
し
て
の
力
強
い
理
想
主

義
が
三
段
に
次
い
で
捨
か
れ
、
身
替
り
が
観
客
に
喜
ば
れ
る
大
き
な

趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
作
で
は
足
場
の
上
で
戦
わ
せ
る
と
い
う
舞
台
趣
向

を
凝
ら
し
、
『
出
世
景
清
』
初
段
に
も
見
ら
れ
た
景
清
の
大
工
道
具

尽
し
に
よ
る
奮
闘
場
面
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
乙
へ
左
官
姿
の
箕
尾

谷
が
現
れ
、
景
清
と
の
再
会
と
な
る
。
い
よ
い
よ
、
本
作
に
お
け
る

景
清
の
頼
朝
復
讐
と
並
ぶ
大
き
な
対
決
の
見
せ
場
で
あ
る
。
以
前
の

武
士
と
は
変
わ
っ
て
、
景
清
と
箕
尾
谷
の
大
工
と
左
官
に
扮
す
る
組

み
合
い
は
綴
引
を
今
に
訪
紬
怖
さ
せ
る
が
、
深
く
思
い
を
込
め
た
力
で

箕
尾
谷
が
景
清
を
縛
る
。
逆
上
し
た
阿
古
屋
が
箕
尾
谷
に
詰
め
寄
る

の
を
、
景
清
は
阿
古
屋
が
道
理
に
背
く
哀
れ
き
か
ら
仕
方
な
く
、
箕

尾
谷
が
実
弟
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
根
井
館
で
頼
朝
に
出
会

う
な
ら
本
望
を
遂
げ
、
或
い
は
自
分
を
狙
っ
て
い
る
弟
に
手
柄
を
た

て
さ
せ
、
武
を
立
て
る
家
を
興
さ
せ
る
た
め
に
自
分
を
捨
て
る
か
の

ど
ち
ら
か
を
考
え
て
い
た
景
清
ゆ
え
に
、
「
出
世
景
清
』
の
反
逆
者

的
要
素
が
少
し
薄
ら
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
壇
浦
兜
軍
記
』

で
は
、
乙
の
二
つ
の
仇
討
が
大
き
な
テ
！
？
で
あ
る
か
ら
一
概
に
は

言
え
な
い
。
景
清
は
「
地
ウ
只
今
返
す
其
咽
兜
に
継
て
家
も
継
。
手

柄
は
輝
く
星
兜
と
武
士
の
名
を
照
ら
し
て
た
べ
。
此
上
に
兄
成
リ
と

て
縄
を
解
か
ば
直
に
勘
当
。
」
と
弟
に
対
し
て
の
意
志
力
の
強
き
を

現
し
、
二
人
を
兄
弟
に
し
た
趣
向
は
一
見
劇
的
に
走
っ
た
と
も
見
え

る
が
、
景
滑
ら
』
人
間
的
に
一
層
偉
大
な
ら
し
め
る
事
に
は
十
分
成
功

し
た
と
い
え
る
。

五
段

本
段
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
改
作
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
牢
破

り
の
場
面
が
省
略
さ
れ
、
す
で
に
破
牢
し
た
後
の
描
写
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
れ
は
、
牢
破
り
其
の
物
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
る
の
を
避
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
単
純
な
理
由
か
ら
で
な

く
、
景
清
の
人
間
的
深
・
3
を
武
勇
以
外
に
表
現
す
る
た
め
の
意
図
的

な
改
作
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
観
音
霊
験
謹
に
見
ら
れ
る
改
作
で
あ
る
。
先
行
作

の
斬
首
さ
れ
た
景
清
の
首
が
観
音
の
御
首
に
変
じ
る
観
音
に
よ
る
身

替
り
が
、
本
作
で
は
見
当
た
ら
ず
、
斬
首
は
勿
論
な
く
、
清
水
寺
の

観
世
音
が
景
清
の
命
を
助
け
て
や
れ
と
頼
朝
と
御
台
所
に
お
告
げ
に

な
っ
た
霊
夢
に
、
観
音
の
広
大
な
慈
悲
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
絶
対
的
救
済
者
と
し
て
の
観
音
の
性
格
は
共
通
し
て
い
る
が
、

観
音
が
景
清
の
中
に
内
在
し
て
、
そ
の
超
人
性
を
形
成
し
て
い
た
先

行
作
品
か
ら
脱
却
し
、
観
音
の
庇
護
は
受
け
な
が
ら
も
観
音
と
は
独
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立
し
た
存
在
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
作
で
は
『
出
世
景
清
』
五
段

B
の
綴
引
の
過
去
の
記

憶
か
ら
生
じ
た
現
世
へ
の
執
着
で
、
頼
朝
に
飛
び
か
か
る
と
い
う
行

為
を
省
き
、
盲
目
の
上
に
、
更
に
斬
首
さ
れ
る
た
め
に
戻
っ
て
く
る
、

厳
し
く
自
己
統
御
し
切
っ
た
人
物
に
景
清
が
改
作
さ
れ
て
い
る
。
先

行
作
で
は
、
他
人
に
よ
っ
て
頼
朝
復
讐
が
不
可
能
に
な
っ
た
の
が
、

本
作
で
は
自
ら
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

頼
朝
と
景
清
と
の
聞
に
『
出
世
景
清
』
の
緊
迫
感
は
見
ら
れ
な
い

が
、
本
作
で
は
兄
弟
の
幹
が
頼
朝
復
讐
へ
の
執
念
を
超
越
し
た
分
、

景
清
の
人
間
と
し
て
の
英
雄
性
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
屈

服
の
潔
き
と
共
に
、
悲
劇
の
英
雄
景
清
を
一
回
り
大
き
く
描
く
と
と

に
成
功
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
目
扶
り
で
は
な
く
、

景
清
の
観
音
の
御
力
に
よ
っ
て
、
頼
朝
と
景
清
と
の
最
終
的
な
解
決

へ
導
か
れ
る
乙
と
か
ら
『
出
世
景
清
』
以
上
の
景
滑
に
対
す
る
観
音

の
庇
護
性
が
、
本
作
に
お
い
て
は
最
後
ま
で
失
わ
れ
る
ζ

と
な
く
強

調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
び

平
家
の
滅
び
た
後
も
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
剛
勇
の
武
士
景
清
は
、

絶
対
的
な
状
況
に
置
か
れ
た
悲
劇
性
か
ら
、
民
衆
の
賞
讃
と
同
情
と

を
受
け
つ
つ
、
粉
飾
文
、
れ
伝
説
化
さ
れ
て
い
く
必
然
性
を
持
っ
て
い

た
。
元
来
、
景
清
の
持
つ
勇
壮
さ
と
悲
劇
性
と
が
、
豊
か
な
演
劇
の

素
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
壇
浦
兜
軍
記
』
も

時
代
の
変
化
に
伴
う
所
の
所
産
で
あ
る
が
、
『
出
世
景
清
』
を
中
心

と
し
た
先
行
作
品
の
影
響
を
受
け
、
極
め
て
技
巧
化
さ
れ
、
そ
れ
だ

け
劇
的
効
果
を
収
め
て
い
る
作
品
で
あ
る
ζ

と
を
二
章
に
ハ
か
け
て
考

察
し
て
き
た
。

景
清
が
頼
朝
を
執
勘
に
狙
い
続
け
る
乙
と
は
、
「
景
清
物
」
の
定

ま
っ
た
条
件
と
し
て
固
定
し
て
い
る
主
題
で
あ
る
。
『
出
世
景
清
』

ま
で
は
、
景
清
と
頼
朝
の
葛
藤
を
中
心
に
し
て
初
め
て
劇
の
展
開
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
新
た
に
景
清
と
箕
尾
谷
と
の
葛

藤
を
加
え
、
二
つ
の
主
題
を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
。
従
来
の
景
清

伝
説
の
根
幹
を
崩
す
乙
と
な
く
、
尚
且
つ
新
し
い
景
清
像
を
創
造
す

る
た
め
の
趣
向
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
は
、
兄
弟
と
い
う
劇
的

な
設
定
に
走
っ
た
・
も
の
の
、
今
ま
で
に
な
い
景
清
の
豊
か
な
人
間
性

を
開
花
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
た
。

『
壇
浦
兜
軍
記
』
は
、
も
は
や
、
景
清
対
頼
朝
の
平
氏
と
源
氏
と

の
対
立
を
超
え
た
人
間
愛
の
戯
曲
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ

る
趣
向
を
取
り
入
れ
、
『
出
世
景
清
』
と
は
角
度
を
異
に
し
た
新
し

い
英
雄
像
を
描
く
乙
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
三
十
二
回
生
）
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