
壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

八

木

智

生

は
じ
め
に

壬
生
狂
言
は
︑
京
都
市
中
京
区
︑
壬
生
寺
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
で

あ
る
︒
現
在
三
十
番
の
演
目
を
数
え
る
︒
多
く
は
能
・
狂
言
と
題
材
を
同
じ
く

し
て
お
り
︑
芸
能
的
性
格
が
強
い
と
い
え
る
が
︑
そ
の
中
で
︑
地
蔵
尊
に
よ
る

亡
者
の
救
済
を
題
材
に
し
た
演
目
が
存
在
す
る
︒
特
に
﹁
賽
の
河
原
﹂
は
地
獄

に
堕
ち
た
餓
鬼
へ
の
責
め
苦
と
地
蔵
尊
に
よ
る
救
済
を
そ
の
ま
ま
舞
台
化
し
て

お
り
︑
宗
教
的
色
彩
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
︒
壬
生
寺
の
本
尊
が
延
命
地
蔵
菩

薩
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
壬
生
狂
言
が
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
考
え
る
と
︑
純
粋
な
宗
教
劇
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
芸
能
と
し
て
の
“
面
白

さ
”
も
内
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
視
点
か
ら
︑
本

稿
で
は
元
禄
期
以
前
に
お
い
て
︑
観
客
お
よ
び
演
者
に
壬
生
狂
言
の
地
獄
劇
が

ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
そ
し
て
地
獄
劇
を
壬
生
狂
言
史
に
お
い

て
い
か
に
位
置
づ
け
う
る
の
か
︑
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一
︑
先
行
研
究
の
認
識

壬
生
狂
言
に
お
け
る
︑
地
蔵
尊
に
よ
る
救
済
を
描
い
た
劇
に
つ
い
て
は
︑
す

で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒

ま
ず
地
獄
を
描
い
た
劇
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
︑
五
来
重
氏
が
︑

念
仏
狂
言
の
曲
目
で
は
︑
地
獄
で
鬼
に
責
め
ら
れ
る
亡
者
︵
餓
鬼
︶
を
︑

地
蔵
菩
薩
が
あ
ら
わ
れ
て
救
う
と
い
う
地
獄
地
蔵
霊
験
型
が
も
っ
と
も
原

始
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

と
延
べ
る①
よ
う
に
︑
地
獄
を
題
材
に
し
た
劇
は
︑
壬
生
狂
言
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
中
で
も
っ
と
も
原
初
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
地
獄
劇
が
観
客
に
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
︑
藤
井
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健
夫
氏
は
︑
現
在
の
壬
生
狂
言
演
目
の
う
ち
︑﹁
餓
鬼
角
力
﹂﹁
賽
河
原
﹂﹁
桶

取
﹂
を
︑﹁
地
蔵
菩
薩
の
﹁
慈
悲
﹂﹁
仏
力
﹂
を
廻
る
奇
蹟
劇
を
主
軸
と
す
る
宗

教
劇
﹂
に
分
類
す
る②
︒

ま
た
︑
五
来
重
氏
が
︑

大
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
︑
地
獄
の
責
苦
を
ま
ぬ
が
れ
︑
現
世
で
は
病

気
や
厄
難
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
い
う
︑
唱
導
の
目
的
を
も
ち
な
が
ら
︑
大
衆

が
た
の
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

と
し③
︑
山
路
興
造
氏
が
︑

宗
教
活
動
の
方
便
の
一
つ
と
し
て
猿
楽
の
地
獄
で
の
責
問
劇
が
移
入
さ

れ
︑
大
念
仏
会
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
あ
わ
せ
て
演
出
が
工
夫
さ
れ
︑
庶

民
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
︒

と
述
べ④
︑
大
森
恵
子
氏
が
︑

民
衆
が
念
仏
芸
能
︵
壬
生
狂
言
︶
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
知
ら
ず
知

ら
ず
に
民
衆
の
心
の
中
に
地
蔵
信
仰
が
流
入
し
て
い
く
よ
う
な
︑
曲
目
の

内
容
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

と
し
て
い
る⑤
よ
う
に
︑
壬
生
寺
の
本
尊
で
あ
る
地
蔵
尊
の
功
徳
を
観
客
す
な
わ

ち
民
衆
に
説
き
信
仰
を
勧
め
る
と
い
う
︑
い
わ
ば
教
導
的
な
効
果
を
持
っ
て
い

る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で
の
地
獄
劇
に
対
す
る
理
解
と
は
︑
壬
生
寺
の
も
つ
宗
教

性
の
表
出
で
あ
る
と
捉
え
る
も
の
で
あ
り
︑
劇
の
宗
教
的
性
格
に
の
み
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
︒

も
っ
と
も
︑
以
上
の
研
究
は
壬
生
狂
言
が
壬
生
寺
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
立
論
に
す
ぎ
な
い
︒
ま
た
︑
現
在
の
壬
生
狂
言
を
基
準
に
し
て

考
え
ら
れ
て
お
り
︑﹁
大
江
山
﹂
や
﹁
羅
生
門
﹂
と
い
っ
た
︑
娯
楽
芸
能
的
性

格
の
強
い
演
目
と
比
較
し
た
た
め
に
印
象
付
け
ら
れ
た
︑
い
わ
ば
相
対
的
な
評

価
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

本
稿
で
は
︑
当
時
の
資
料
を
中
心
に
据
え
︑
壬
生
狂
言
に
お
い
て
地
獄
が
ど

の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
い
き
た

い
︒

二
︑
対
象
の
規
定

ま
ず
︑
本
稿
で
扱
う
演
目
を
規
定
し
て
お
く
︒

十
八
世
紀
以
前
の
壬
生
狂
言
に
関
す
る
資
料
の
中
で
︑
地
獄
を
舞
台
と
し
た

演
目
名
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
の
は
︑﹃
貞
徳
文
集
﹄
︵
松
永
貞
徳⑥
︶・﹃
案
内

者
﹄︵
中
川
喜
雲⑦
︶
・
﹃
増
山
の
井
﹄
︵
北
村
季
吟⑧
︶・﹃
出
来
斎
京
土
産
﹄︵
浅
井

了
意⑨
︶・﹃
菟
芸
泥
赴
﹄
︵
北
村
季
吟⑩
︶
で
あ
る
︒
以
下
の
表
は
︑
各
資
料
に
記

述
さ
れ
た
演
目
名
の
一
覧
で
あ
る
︒
こ
れ
以
降
の
資
料
に
は
﹁
紅
葉
狩
﹂﹁
釣

狐
﹂
な
ど
の
︑
能
・
狂
言
に
題
材
を
得
た
芸
能
的
演
目
が
多
く
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
︒
地
獄
を
中
心
と
し
た
劇
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の

は
︑
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
八
七



『花洛細見図』図�

『花洛細見図』図�

資
料
名

年

代

記
述
さ
れ
た
演
目
名

﹃
貞
徳
文
集
﹄

慶
安
三
年

︵
一
六
五
〇
︶

猿

桶
取

十
王

餓
鬼

腹
膨

﹃
案
内
者
﹄

寛
文
二
年

︵
一
六
六
二
︶

猿
の

舞

桶
取

の
舞

八
尾
の
地

蔵
の
舞

﹃
増
山
の
井
﹄

寛
文
三
年

︵
一
六
六
三
︶

猿

桶
取

湯
立

焔
魔

あ
さ

い
な

﹃
出
来
斎
京

土
産
﹄

延
宝
五
年

︵
一
六
七
七
︶

猿
蜘

蛛
舞

閻
魔

﹃
菟
芸
泥
赴
﹄

貞
享
元
年

︵
一
六
八
四
︶

猿

閻
魔

表
に
挙
げ
た
う
ち
︑﹁
十
王
﹂﹁
焔
魔
﹂﹁
閻
魔
﹂
は
同
演
目
で
あ
ろ
う
︒
演

目
名
に
異
同
が
あ
る
の
は
︑
現
在
と
異
な
り
演
目
名
が
上
演
中
に
公
表
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
閻
魔
﹂
に
名
称
を
統
一
す
る
︒

す
る
と
︑
こ
の
時
点
で
確
認
で
き
る
地
獄
を
題
材
に
し
た
演
目
は
︑﹁
閻
魔
﹂

﹁
八
尾
の
地
蔵
の
舞
﹂﹁
あ
さ
い
な
﹂﹁
餓
鬼
腹
膨
﹂
の
四
演
目
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
演
目
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
八
尾
の
地

蔵
の
舞
﹂
以
外
の
︑﹁
餓
鬼
腹
膨
﹂
と
﹁
閻
魔
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
ま
で
確

認
し
て
き
た
資
料
に
は
︑
演
目
名
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
︒

地
獄
劇
の
具
体
的
な
内
容
を
知
る
に
は
︑
元
禄
十
七
年
︵
一
七
〇
四
︶
序
の

﹃
花
洛
細
見
図⑪
﹄
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
十
一
演
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
︑
そ
の
う
ち
二
種
類
が
参
考
に
な
る
︒

ま
ず
︑
図
�
に
は
︑
縛
ら
れ
た
餓
鬼
と
そ
の
舌
を
抜
こ
う
と
す
る
鏡
を
背
負

っ
た
鬼
︑
棒
を
持
つ
鬼
︑
閻
魔
︑
地
蔵
尊
が
描
か
れ
て
お
り
︑﹁
さ
い
に
ん

（

罪

人

）

を

見
つ
け
お
に
と
も

（

鬼

共

）

い
ろ
〳
〵

（

色

々

）

さ
い
な
む

（

苛

む

）

所
へ
ち
さ
う
ほ
さ
つ

（

地

蔵

菩

薩

）

た
す
け

（

救

け

）

給
ふ
て
い

也
︒﹂
と
い
う
文
が
書
か
れ
て
い
る
︒
地
蔵
尊
に
よ
る
救
済
を
端
的
に
示
し
た

劇
と
い
え
る
︒
元
禄
以
前
の
﹁
閻
魔
﹂
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ

の
内
容
は
︑
現
行
演
目
﹁
賽
の
河
原
﹂
に
比
定
さ
れ
る
︒﹁
賽
の
河
原
﹂
の
あ

ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
︒

舞
台
は
地
獄
の
閻
魔
の
庁
で
あ
る
︒
餓
鬼
が
引
き
出
さ
れ
︑
舞
台
柱
に
縛
ら

れ
る
︒
餓
鬼
は
︑
浄
玻
璃
の
鏡
に
よ
り
罪
が
明
ら
か
に
な
り
︑
鬼
に
よ
っ
て
棒
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で
打
つ
︑
舌
を
抜
か
れ
る
︑
釜
茹
で
に
さ
れ
︑
食
べ
ら
れ
る
と
い
っ
た
責
め
苦

を
受
け
る
︒
地
蔵
尊
に
よ
り
餓
鬼
は
元
の
姿
に
戻
り
︑
救
わ
れ
る
︒

登
場
人
物
が
︑
閻
魔
・
鬼
複
数
・
餓
鬼
・
地
蔵
尊
と
共
通
し
て
い
る
︒
内
容

も
︑
餓
鬼
が
柱
に
縛
ら
れ
る
点
や
︑
鬼
が
浄
玻
璃
の
鏡
を
持
っ
て
く
る
点
︑
棒

で
打
ち
︑
舌
を
抜
く
と
い
う
責
め
苦
︵﹁
鬼
共
色
々
苛
む
﹂
と
い
う
文
に
相
当
︶

が
一
致
し
て
い
る
︒
そ
し
て
最
後
に
﹁
地
蔵
菩
薩
た
す
け
給
ふ
﹂
こ
と
に
決
す

る
︒﹁
賽
の
河
原
﹂
は
当
時
の
様
子
を
と
ど
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

次
に
︑
図
�
で
は
︑﹁
か
き
さ
い
に
ん

（

餓

鬼

罪

人

）

と
い
ふ
き
や
う
け
ん

（

狂

言

）

を
や
つ
し
て

さ
ま
〳
〵

（

様

々

）

お
か
し
き
し
よ
さ

（

所

作

）

を
そ

（
添
）

へ
た
る
き
や
う
け
ん

（

狂

言

）

也
︒﹂
と
い
う
解
説
が

な
さ
れ
て
い
る
︒
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
餓
鬼
罪
人
﹂
と
い
う
狂
言
の
筋
で
あ

る
が
︑
現
行
狂
言
に
は
同
名
の
演
目
は
な
い
︒
一
致
す
る
と
す
れ
ば
︑﹃
天
正

狂
言
本
﹄
の
﹁
ざ
ひ
人
﹂
で
あ
ろ
う
︒
現
行
︽
八
尾
︾
に
相
当
す
る
︒﹃
花
洛

細
見
図
﹄
で
は
︑
鬼
が
閻
魔
に
縛
ら
れ
︑
亡
者
は
そ
れ
を
囃
し
て
い
る
︒
現
在

の
︽
八
尾
︾
で
は
獄
卒
の
鬼
は
登
場
し
な
い
が
︑
亡
者
が
地
蔵
尊
か
ら
の
書
状

を
閻
魔
に
見
せ
る
前
に
呵
責
を
受
け
る
場
面
で
︑
登
場
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

閻
魔
は
打
杖
を
持
っ
て
お
り
︑
鬼
は
こ
れ
で
餓
鬼
を
打
擲
し
て
い
た
が
︑
閻
魔

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
予
想
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
図
�
は
︽
八
尾
︾
に

題
材
を
得
た
演
目
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
す
る
と
︑﹃
案
内
者
﹄
に

あ
っ
た
﹁
八
尾
の
地
蔵
の
舞
﹂
と
同
内
容
の
演
目
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑
現
在
の
︽
八
尾
︾
は
閻
魔
と
地
蔵
の
男
色
関
係
と
い
う
趣
向
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
︑
﹃
天
正
狂
言
本
﹄
﹁
ざ
ひ
人
﹂
で
は
男
色
の
要
素
が
な

か
っ
た
こ
と
が
田
口
和
夫
氏⑫
・
小
林
健
二
氏⑬
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
小

林
氏
は
︑﹁︽
八
尾
︾
と
い
う
狂
言
の
も
つ
本
来
の
面
白
さ
は
︑
逆
転
・
転
倒
の

筋
立
て
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
壬
生
狂
言
の
﹃
花
落
細
見

図
﹄
図
�
で
も
同
様
に
︑
閻
魔
と
餓
鬼
で
そ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
︒
﹁
お

か
し
き
所
作
﹂
は
逆
転
の
面
白
さ
を
さ
ら
に
強
調
す
る
演
出
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
あ
さ
い
な
﹂
は
狂
言
︽
朝
比
奈
︾
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
る
が
︑

こ
れ
も
同
じ
く
下
剋
上
の
内
容
を
持
ち
︑﹁
八
尾
の
地
蔵
の
舞
﹂
と
同
趣
の
演

目
で
あ
る
︒﹁
餓
鬼
腹
膨
﹂
に
つ
い
て
は
︑
他
の
資
料
に
見
え
な
い
こ
と
や
︑

他
芸
能
に
類
似
し
た
曲
名
が
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
︑
そ
の
内
容
は
不
明
で

あ
る
が
︑﹁
腹
膨
﹂
の
文
字
か
ら
︑
餓
鬼
の
容
姿
を
滑
稽
に
描
い
た
も
の
と
推

測
で
き
る
︒

以
下
︑﹁
閻
魔
﹂﹁
八
尾
の
地
蔵
の
舞
﹂
あ
る
い
は
現
行
﹁
賽
の
河
原
﹂
な
ど
︑

地
獄
を
舞
台
に
し
︑
亡
者
が
地
蔵
尊
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
︑
と
い
う
筋
を
も

つ
演
目
を
﹁
地
獄
劇
﹂
と
一
括
し
て
呼
称
す
る
︒

三
︑
地
獄
劇
の
宗
教
性

ま
ず
は
︑
地
獄
劇
の
宗
教
性
に
つ
い
て
考
え
る
︒
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
︑
地
獄
劇
と
は
地
蔵
尊
の
功
徳
を
直
接
に
舞
台
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑

延
命
地
蔵
尊
を
本
尊
と
す
る
壬
生
寺
の
宗
教
性
を
表
現
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
八
九



壬
生
狂
言
と
演
じ
ら
れ
る
場
で
あ
る
壬
生
寺
の
内
的
環
境
を
中
心
に
︑
地
獄
劇

の
背
景
に
あ
る
宗
教
的
要
素
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
︑
地
蔵
尊
の
説
話
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六
︶

奥
書
を
示
す
極
証
文
が
付
属
す
る
﹃
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻⑭
﹄
に
は
︑
壬
生
寺
の

地
蔵
尊
に
関
す
る
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
第
六
巻
第
四
話

﹁
同
僧
都
夢
中
六
地
蔵
名
号
授
給
事

付
六
道
能
化
功
能
事
﹂
は
︑
快
賢
僧
都

が
地
蔵
尊
に
地
獄
の
様
子
を
案
内
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
︑
六
地
蔵
が
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
さ
れ
る
の
だ
が
︑
そ
の
第
一
と
し
て
︑

地
蔵
菩
薩
罪
人
の
歎
を
か
な
し
み
給
ひ
て
︑
人
頭
幢
を
摯
て
舌
を
ま
き

口
を
と
ぢ
て
物
を
い
は
せ
ず
︑
彼
白
状
を
止
た
ま
へ
り
︒
人
頭
す
で
に
を

し
こ
め
ら
る
ゝ
う
へ
は
︑
八
面
の
浄
頗
利
鏡
も
打
破
り
︑
ま
た
挍
量
業
の

秤
も
折
す
て
て
︑
獄
卒
を
し
り
ぞ
け
地
獄
の
釜
を
破
折
し
て
︑
罪
人
を
と

り
出
し
苦
を
ぬ
き
楽
を
あ
た
ふ
る
事
︑
偏
に
檀
陀
地
蔵
の
利
生
也
︒

と
あ
る
︒
本
説
話
に
は
︑
特
に
壬
生
寺
の
地
蔵
尊
の
名
は
み
え
な
い
︒﹃
延
命

地
蔵
菩
薩
経
﹄
に
︑﹁
我
毎
日
晨
朝

入
諸
定

入
諸
地
獄

令
離
苦

無
仏

世
界
度
衆
生
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
地
蔵
尊
が
地
獄
の
亡
者
を
救
う
︑
と
い
う
利

益
は
︑
壬
生
寺
の
地
蔵
尊
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
︒

壬
生
寺
の
本
堂
外
縁
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
壬
生
狂
言
が
︑
地
蔵
尊
の
広
く
知
ら

れ
た
功
徳
を
題
材
と
し
た
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
い
︒

次
に
︑
当
時
の
壬
生
狂
言
が
帯
び
て
い
た
宗
教
性
に
つ
い
て
考
え
る
︒
当
時
︑

壬
生
狂
言
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
︑
壬
生
寺
本
堂
外
縁
で
あ
り
︑
囃
子
は
金

鼓
と
鉦
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
要
件
は
︑
大
念
仏
と
い
う
宗
教
行
事
と
の
関

連
を
意
識
さ
せ
る
舞
台
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
念
仏
と
壬
生
狂
言
は
同
時
に
演
じ

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
八
木
聖
弥
氏
は
︑

﹁
猿
﹂
や
﹁
桶
取
﹂
な
ど
少
な
く
と
も
初
期
の
壬
生
狂
言
は
﹁
は
ゝ
あ

み
だ
は
あ
み
だ
仏
﹂
と
い
う
念
仏
の
合
唱
を
背
後
に
聞
き
な
が
ら
演
じ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

と
い
う⑮
︒
も
ち
ろ
ん
大
念
仏
は
地
獄
劇
以
前
か
ら
あ
り
︑
地
獄
劇
の
演
出
と
し

て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
ま
た
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ

る
が
︑
大
念
仏
は
地
獄
劇
の
舞
台
装
置
と
し
て
機
能
し
う
る
︒

仮
に
地
獄
劇
の
時
点
で
大
念
仏
が
並
行
し
て
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
︑
第
二
章
で
示
し
た
資
料
に
は
︑﹁
念
仏
﹂
と
﹁
狂
言
﹂
が
並
行
し
て
記
載

さ
れ
て
お
り
︑
両
者
は
連
続
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
大
念
仏
と
い
う
要
素
は
狂
言
の
観
客
に
も
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
地
獄
劇
は
︑
劇
内
容
だ
け
で
な
く
︑
舞
台
環
境
か
ら
も
宗
教
性
を
意
識
さ

せ
る
︒

以
上
に
よ
っ
て
︑
壬
生
狂
言
に
お
け
る
地
獄
劇
は
︑
宗
教
性
を
背
後
に
持
ち
︑

実
際
の
上
演
に
際
し
て
も
︑
観
客
が
そ
れ
を
受
け
取
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
確

認
で
き
た
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
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四
︑
地
獄
劇
の
“
面
白
さ
”

四
︱
一
︑
地
獄
劇
の
問
題
点

前
章
で
は
︑
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
︑
地
獄
劇
と
当
時
の
環
境
を
︑
宗
教

的
観
点
に
立
っ
て
辿
り
直
し
て
み
た
︒

し
か
し
︑
地
獄
劇
が
宗
教
性
に
の
み
基
づ
き
︑
観
客
に
信
仰
を
勧
め
る
た
め

だ
け
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
残
る
︒

第
一
に
︑
地
獄
劇
が
教
導
を
目
的
と
し
て
い
る
な
ら
ば
︑
壬
生
寺
に
と
っ
て

非
常
に
重
要
な
演
目
と
な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹃
壬
生
寺

縁
起
﹄
に
は
地
獄
劇
に
つ
い
て
の
言
及
が
一
つ
も
な
い
︒
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
耳
目
を
引
く
軽
業
を
利
用
し
た
﹁
猿
﹂
で
あ
る
︒﹃
花
洛
細
見
図
﹄
に
︑

﹁
此
寺
の
狂
言
の
は
じ
め
に
︑
必
ず
猿
を
真
似
び
て
︑
綱
渡
り
を
す
る
こ
と
︑

壬
生
寺
に
限
る
故
あ
り
と
ぞ
﹂
と
︑﹁
猿
﹂
が
い
わ
ば
序
曲
と
し
て
演
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
近
松
門
左
衛
門
﹁
け
い
せ
い
壬
生
大
念
佛
﹂︵
元
禄

十
五
年
初
演
︶
で
︑
演
目
の
う
ち
﹁
桶
取
﹂﹁
猿
﹂
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
猿
﹂
あ

る
い
は
﹁
桶
取
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
以
降
の
資
料
で
も
︑
地
獄
劇
が
特
に
取
り
上

げ
ら
れ
︑
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
は
確
認
で
き
な
い
︒

第
二
に
︑
地
獄
劇
の
内
容
で
あ
る
︒
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
八
尾
の

地
蔵
の
舞
﹂︵﹃
花
洛
細
見
図
﹄
図
�
︶
は
︑
狂
言
︽
八
尾
︾
に
﹁
様
々
お
か
し

き
所
作
を
添
へ
﹂
た
も
の
で
あ
る
︒
壬
生
狂
言
は
︑
既
存
の
他
芸
能
の
演
目
に

独
自
要
素
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
﹁
お
か
し
き
所
作
﹂
を
追
加
し
て
い
る
︒
演
者
も

地
獄
劇
に
滑
稽
味
を
追
加
し
よ
う
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

地
獄
劇
を
純
粋
な
教
導
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
な
ら
ば
あ
り
得
な
い
発
想
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
点
を
考
え
る
と
︑
壬
生
狂
言
の
地
獄
劇
は
︑
あ
く
ま
で
レ
パ
ー
ト
リ

ー
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
︒
確
か
に
︑
地
獄
劇
が
宗
教
性
を
表
現
し
て

い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
要
素
を
持
っ
て
い
る
︒

四
︱
二
︑
地
獄
へ
の
ま
な
ざ
し

次
に
︑
地
獄
と
い
う
も
の
が
一
般
民
衆
に
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か

を
考
え
︑
他
芸
能
の
観
客
で
も
あ
る
演
者
に
と
っ
て
の
地
獄
観
を
確
か
め
︑
地

獄
劇
が
ど
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
つ
か
む
手
掛
か
り
に
し
た

い
︒近

世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
︑
能
︑
狂
言
︑
説
教
な
ど
︑
多
く
の
芸
能

に
地
獄
と
い
う
テ
ー
マ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
中
で
︑
今
回
は
﹃
熊
野
観

心
十
界
曼
荼
羅
﹄
を
一
つ
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
︒
十
王
︵
閻
魔
︶
の
裁

き
や
獄
卒
に
よ
る
責
め
︑
あ
る
い
は
地
蔵
尊
の
登
場
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
︑

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
︒
熊
野
比
丘
尼
に
よ
る
絵
解

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
一



き
は
室
町
時
代
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
観
客
に
よ
っ
て
残
さ

れ
た
資
料
は
︑
十
七
世
紀
中
～
後
期
で
あ
る
︒
地
獄
劇
が
壬
生
狂
言
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
の
中
心
で
あ
っ
た
の
と
同
時
代
で
あ
る⑯
︒
両
者
の
間
に
は
相
違
点
も
多

い
も
の
の
︑
地
獄
と
い
う
テ
ー
マ
を
描
い
た
も
の
と
し
て
︑
参
考
に
な
る
と
思

わ
れ
る
︒

も
と
よ
り
︑
本
稿
で
は
︑﹃
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
﹄
と
壬
生
狂
言
の
直
接

の
影
響
関
係
を
論
じ
た
い
わ
け
で
は
な
い
︒
地
獄
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
当
時
多

く
の
ジ
ャ
ン
ル
で
扱
わ
れ
て
い
る
︒
壬
生
狂
言
は
そ
れ
ら
を
多
岐
に
わ
た
っ
て

享
受
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
影
響
関
係
は
複
合
的
な
形
で
し
か
現
れ
え
な
い
︒

﹃
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
﹄
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

熊
野
比
丘
尼
の
絵
解
き
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
な
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
中
か
ら
︑
絵
解
き
の
芸
能
的
性
格
を
論
じ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
み
る
︒
小
栗
栖
健
治
氏
は
︑

巷
間
に
お
い
て
不
特
定
の
多
人
数
を
対
象
と
す
る
﹁
勧
進
修
行
﹂
と
し

て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
絵
解
き
に
用
い
る
絵
画
は
大
き
な
画
面
と

聴
衆
を
惹
き
つ
け
る
わ
か
り
や
す
い
情
景
描
写
を
展
開
さ
せ
た
図
像
を
必

要
と
し
︑
熊
野
比
丘
尼
に
よ
る
絵
解
き
の
語
り
も
芸
能
化
に
一
層
拍
車
を

か
け
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

と
い
う⑰
︒
堤
邦
彦
氏
は
︑

﹃
観
心
十
界
図
﹄﹃
立
山
曼
荼
羅
﹄
な
ど
の
近
世
的
地
獄
絵
の
場
合
に
は
︑

熊
野
比
丘
尼
の
ご
と
き
廻
国
の
下
級
宗
教
者
が
こ
れ
を
管
理
し
︑
大
道
芸

的
な
絵
解
き
の
場
を
媒
体
と
し
て
広
く
庶
民
層
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒
︵
略
︶

近
世
文
芸
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
れ
ら
地
獄
の
卑
小
化
は
︑
そ
の
伝
承
者
た

る
熊
野
比
丘
尼
の
零
落
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
春

を
ひ
さ
ぎ
音
曲
を
な
り
わ
い
と
す
る
に
至
っ
た
比
丘
尼
た
ち
の
行
状
は
︑

西
鶴
時
代
の
人
々
︑
な
か
ん
づ
く
浮
世
草
子
の
読
者
層
を
占
め
た
都
市
生

活
者
の
目
に
は
︑
敬
虔
な
信
仰
の
対
象
か
ら
程
遠
い
猥
雑
胡
散
な
街
の
ひ

と
こ
ま
と
し
て
し
か
映
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
し
て
お
り⑱
︑
両
氏
と
も
に
︑
地
獄
の
絵
解
き
あ
る
い
は
地
獄
と
い
う
テ
ー
マ

そ
の
も
の
が
娯
楽
と
し
て
芸
能
化
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
︒

で
は
実
際
に
︑
当
時
の
資
料
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
︒
す
で
に
先
行
研
究
で

も
引
か
れ
て
い
る
資
料
で
は
あ
る
が
︑
観
客
が
絵
解
き
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
た

か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
︑
い
く
つ
か
並
べ
て
み
る
︒

万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
刊
﹃
東
海
道
名
所
記
﹄
︵
浅
井
了
意⑲
︶
に
は
︑

い
つ
の
比
か
ら
か
比
丘
尼
の
︑
伊
勢
熊
野
に
詣
で
て
行
を
つ
と
め
し
に
︑

そ
の
弟
子
み
な
伊
勢
熊
野
に
参
る
︒
こ
の
故
に
︑
熊
野
比
丘
尼
と
名
づ
く
︒

其
中
に
声
よ
く
歌
を
う
た
ひ
け
る
尼
の
あ
り
て
︑
う
た
ふ
て
勧
進
し
け
り
︒

そ
の
弟
子
ま
た
歌
を
う
た
ひ
け
り
︒
ま
た
熊
野
の
絵
と
名
付
け
て
︑
地
獄

極
楽
す
べ
て
六
道
の
有
様
を
絵
に
画
き
て
︑
絵
解
き
を
い
た
し
︑
奥
深
く

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
二



お
は
し
ま
す
女
房
達
は
︑
寺
詣
で
な
ん
ど
も
聴
く
こ
と
な
け
れ
ば
︑
渡
世

を
し
ら
ぬ
人
の
た
め
に
︑
比
丘
尼
は
許
さ
れ
て
仏
法
を
す
す
め
た
り
け
る

也
︒

と
い
う
︒﹁
声
よ
く
歌
を
う
た
﹂
い
︑﹁
う
た
ふ
て
勧
進
﹂
し
て
い
る
と
い
う
の

は
︑
芸
能
的
な
性
格
を
感
じ
さ
せ
よ
う
︒

万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
刊
﹃
私
可
多
咄
﹄︵
中
川
喜
雲⑳
︶
で
は
︑

昔
熊
野
比
丘
尼
の
絵
を
か
け
て
︑
是
は
子
を
産
ま
ぬ
人
︑
死
で
後
灯
芯

を
持
ち
て
︑
竹
の
根
を
掘
る
所
な
り
と
い
ふ
を
き
く
︒
女
子
共
涙
を
流
し
︑

さ
て
絵
解
き
済
み
て
後
︑
比
丘
尼
に
問
ふ
や
う
は
︑
子
を
産
み
て
も
育
た

ぬ
も
の
は
︑
産
ま
ず
と
同
じ
こ
と
か
と
問
ふ
や
う
は
︑
比
丘
尼
答
ふ
る
は
︑

そ
れ
は
産
ま
ず
よ
り
少
し
罪
浅
し
︑
さ
れ
ば
灯
芯
は
許
し
て
︑
竹
の
根
を

藺
殻
に
て
掘
ら
す
る
と
言
ふ
た
は
︑
よ
い
か
げ
ん
な
事
な
り
︒

と
い
う
︒
熊
野
比
丘
尼
の
絵
解
き
で
︑
観
客
で
あ
る
﹁
女
子
共
﹂
は
﹁
涙
を
流

し
﹂
て
い
る
︒
教
導
的
効
果
を
上
げ
て
い
る
描
写
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
れ

を
記
述
す
る
中
川
喜
雲
は
︑
比
丘
尼
と
観
客
の
問
答
に
お
け
る
比
丘
尼
の
返
答

を
︑﹁
よ
い
か
げ
ん
な
事
な
り
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
日
本
国
語
大

辞
典
﹄
は
﹁
よ
い
か
げ
ん
﹂
の
項
で
︑
こ
れ
を
用
例
と
し
て
︑﹁
無
責
任
で
な

げ
や
り
な
さ
ま
︒
ほ
ん
の
申
し
わ
け
程
度
に
︑
う
わ
べ
を
と
り
つ
く
ろ
う
さ
ま
︒

ま
に
合
わ
せ
︒
で
た
ら
め
︒
い
い
か
げ
ん
︒﹂
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
︒

確
か
に
︑
比
丘
尼
の
返
答
は
い
か
に
も
即
席
の
感
が
あ
る
︒
そ
れ
に
気
づ
い
て

指
摘
す
る
よ
う
な
︑
い
わ
ば
一
歩
引
い
た
目
線
を
持
つ
人
が
い
た
と
い
う
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
︒

貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
﹃
籠
耳
﹄
︵
艸
田
斎㉑

︶
巻
四
︱
二
﹁
地
獄
沙
汰
銭
﹂

は
︑

熊
野
比
丘
尼
地
獄
の
体
相
を
絵
に
う
つ
し
︑
掛
け
物
に
し
て
絵
解
き
し

女
童
を
た
ら
す
︑
か
の
産
ま
ず
の
地
獄
両
婦
狂
い
の
地
獄
は
︑
た
や
す
く

絵
解
き
せ
ぬ
を
︑
女
子
ど
も
な
を
聞
き
た
が
り
て
所
望
す
れ
ば
︑
百
廿
文

の
灯
明
銭
を
あ
げ
ら
れ
よ
︑
絵
解
き
せ
ん
と
言
へ
ば
︑
わ
れ
も
〳
〵
と
数

珠
袋
の
底
を
た
ゝ
き
︑
銭
を
出
し
合
わ
せ
て
聞
け
ば
︑
又
血
の
地
獄
針
の

地
獄
な
ど
ゝ
云
事
を
言
ひ
き
か
せ
︑
女
の
気
に
か
ゝ
る
や
う
に
絵
解
き
し

て
︑
ひ
た
と
銭
を
と
る
︒
こ
れ
よ
り
地
獄
の
沙
汰
も
銭
と
い
ふ
也
︒

観
客
が
地
獄
の
様
子
を
﹁
な
を
聞
き
た
が
り
て
所
望
﹂
し
て
い
る
と
い
う
の

は
︑
そ
れ
に
対
す
る
恐
怖
で
は
な
く
興
味
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
比
丘
尼
の

方
も
﹁
百
廿
文
の
灯
明
銭
﹂︑
つ
ま
り
追
加
料
金
を
取
っ
た
り
︑﹁
女
の
気
に

か
ゝ
る
や
う
に
﹂
演
じ
た
り
︵
そ
れ
は
﹁
ひ
た
と
銭
を
と
る
﹂
た
め
で
あ
る
︶

と
︑
絵
解
き
を
演
じ
て
金
銭
を
も
ら
う
︑
と
い
う
か
な
り
娯
楽
芸
能
的
な
様
相

で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
地
獄
の
沙
汰
も
銭
と
い
ふ
也
﹂
と
︑
﹃
私
可
多
咄
﹄
と
同

じ
く
筆
者
に
茶
化
さ
れ
て
し
ま
う
︒

元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
刊
﹃
世
間
胸
算
用
﹄︵
井
原
西
鶴㉒

︶
巻
五
︱
二

﹁
才
覚
軸
す
だ
れ
﹂
に
は
︑

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
三



さ
れ
ば
熊
野
比
丘
尼
が
︑
身
の
一
大
事
の
地
獄
極
楽
の
絵
図
を
拝
ま
せ
︑

又
は
息
の
根
の
続
く
ほ
ど
流
行
り
歌
を
歌
ひ
︑
勧
進
を
す
れ
ど
も
腰
に
さ

し
た
る
一
升
柄
杓
に
一
盃
は
も
ら
ひ
か
ね
け
る

と
あ
る
︒
絵
解
き
が
興
味
を
引
く
か
否
か
で
判
断
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
手
段
は
︑

﹁
地
獄
極
楽
の
絵
図
を
拝
ま
せ
﹂
る
こ
と
と
︑﹁
流
行
り
歌
を
歌
﹂
う
こ
と
で
あ

っ
た
︒
歌
と
地
獄
の
絵
が
並
立
さ
れ
︑
比
丘
尼
の
“
芸
”
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
︒
こ
こ
に
観
客
の
信
仰
心
の
み
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
︒

文
化
十
年
︵
一
八
一
三
︶﹃
骨
董
集
﹄︵
山
東
京
伝㉓

︶﹁
古
画
勧
進
比
丘
尼
絵

解
図
﹂
で
は
︑

昔
の
勧
進
比
丘
尼
は
︑
地
獄
極
楽
の
絵
巻
を
ひ
ら
き
︑
人
に
さ
し
を
し

へ
絵
解
し
て
︑
仏
法
を
す
す
め
た
り
き
︒
下
の
古
画
の
体
を
見
る
に
︑
寛

永
の
比
に
い
た
り
て
は
そ
れ
を
略
し
︑
か
の
絵
巻
は
手
に
持
て
計
に
て
︑

比
丘
尼
二
人
む
か
ひ
居
て
︑
絵
解
の
言
に
節
を
つ
け
て
︑
拍
手
と
り
て
う

た
ひ
し
に
や
と
お
ぼ
ゆ
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
は
十
九
世
紀
前
期
か
ら
︑
勧
進
比
丘
尼
の
絵
解
き
の
様
相
を
考

証
し
た
も
の
で
あ
る
︒
絵
解
き
の
芸
能
化
の
過
程
を
示
し
て
お
り
︑
教
導
か
ら

娯
楽
へ
と
︑
時
代
の
経
過
に
連
れ
て
性
格
が
変
化
し
た
と
い
う
︒

熊
野
比
丘
尼
に
よ
る
﹃
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
﹄
の
絵
解
き
は
︑
は
じ
め
仏

法
を
す
す
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
︑﹁
涙
を
流
﹂
す
ほ
ど
の
教
導
的
効
果
を
上

げ
て
い
た
が
︑
一
歩
引
い
た
目
線
が
あ
っ
た
り
︑
後
期
に
は
誰
も
興
味
を
示
さ

な
く
な
っ
て
い
た
り
と
︑
常
に
篤
い
信
仰
を
集
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
︒
絵
お
よ
び
語
り
の
内
容
に
大
き
な
異
同
は
み
ら
れ
ず
︑
観
客
の
意
識

が
変
化
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
絵
解
き
が
持
つ
娯
楽
性
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
歌
を
歌
う
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
︑
地
獄
の
絵
と
絵
解
き
の
内
容
そ
の
も
の
に
も
興
味
が
向
け

ら
れ
て
い
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
芸
能
と
し
て
変
質
し
て
い
っ
た
の
は
︑

そ
れ
が
“
面
白
い
”
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
﹃
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
﹄
を
例
に
見
た
場
合
︑
地
獄
と

い
う
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
芸
能
は
︑
近
世
期
に
お
い
て
す
で
に
切
実
感
を
失
い
︑

娯
楽
芸
能
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
地
獄
を
テ
ー

マ
に
し
た
説
法
が
︑
民
衆
に
と
っ
て
切
実
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
︒
太
平
・
享
楽
の
世
に
な
り
︑
人
々
か
ら
死
後
世
界
と
い
う
も
の

へ
の
切
迫
感
が
薄
ら
ぎ
︑
む
し
ろ
好
奇
や
興
味
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
や
や
時
代
は
下
る
が
︑
文
政
二
年
︵
一
八
七
九
︶
の
﹃
誹
風
柳
多

留
﹄
七
一㉔

に
あ
る
︑

絵
で
見
て
は
地
獄
の
方
が
面
白
し

尾
長

と
い
う
川
柳
は
︑
こ
の
認
識
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
他
芸

能
に
お
け
る
地
獄
劇
の
観
客
で
も
あ
る
壬
生
狂
言
の
演
者
に
と
っ
て
も
︑
地
獄

と
い
う
テ
ー
マ
が
娯
楽
的
演
目
の
素
材
と
な
り
う
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
四



四
︱
三
︑
地
獄
劇
へ
の
評
価

翻
っ
て
︑
当
時
の
資
料
に
見
え
る
地
獄
劇
へ
の
評
価
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒

ま
ず
︑
地
獄
劇
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
﹃
貞
徳
文
集
﹄︑﹃
案
内
者
﹄︑

﹃
増
山
の
井
﹄︑﹃
出
来
斎
京
土
産
﹄︑﹃
菟
芸
泥
赴
﹄
で
は
︑
他
の
演
目
も
含
め

て
﹁
狂
言
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹃
案
内
者
﹄
で
は
︑
台
詞
を
発
し

な
い
の
で
あ
る
か
ら
狂
言
で
は
な
く
﹁
舞
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒

ま
た
︑﹁
猿
﹂
や
﹁
桶
取
﹂
と
い
っ
た
︑
舞
台
上
に
地
蔵
尊
の
功
徳
を
直
接

表
現
し
て
い
な
い
演
目
と
並
立
さ
れ
て
お
り
︑
地
獄
劇
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て

区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
あ
く
ま
で
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
一
つ
と
い
う

認
識
で
あ
る
︒

延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
～
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
頃
﹃
近
畿
歴
覧
記
﹄

︵
黒
川
道
祐㉕

︶﹁
東
寺
往
還
﹂
に
は
︑
当
時
の
壬
生
狂
言
に
対
す
る
認
識
が
現
れ

て
い
る
︒元

ト

念
仏
ノ
間
睡
サ
マ
サ
ン
為
ニ
︑
地
下
人
狂
言
ヲ
始
シ
ヨ
リ
︑
今
ニ

当
所
ノ
者
念
仏
狂
言
ヲ
勤
ム
︒
今
ハ
念
仏
ヨ
リ
ハ
狂
言
ヲ
見
ル
人
多
ク
集

レ
リ
︒
毎
㆑ニ

物
本
ヲ
忘
レ
末
ヲ
遂
フ
︒
世
中
ノ
習
笑
フ
ニ
堪
タ
ル
事
ノ
ミ

ナ
リ
︒

観
客
は
︑
念
仏
と
い
う
﹁
本
﹂
を
忘
れ
︑
狂
言
と
い
う
﹁
末
﹂
を
見
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
る
と
い
う
︒
観
客
は
念
仏
と
い
う
宗
教
性
と
分
離
し
た
狂
言

と
い
う
も
の
を
見
よ
う
と
集
ま
っ
て
い
る
︒
観
客
の
認
識
で
は
︑
狂
言
を
見
る

上
で
“
面
白
さ
”
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
観
客
の
目
線
か
ら
は
︑
地
獄
劇
に
教
導
性
あ
る
い

は
宗
教
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
様
子
は
感
じ
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
娯
楽
的
な

も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
︒﹃
熊
野
観
心
十
界
曼

荼
羅
﹄
の
よ
う
に
︑
地
獄
と
い
う
テ
ー
マ
が
観
客
に
と
っ
て
娯
楽
芸
能
の
素
材

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
自
然
な
認
識
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
壬
生
寺
が
作
成
に
関
与
し
た
は
ず
の
︑
元
禄
版

﹃
壬
生
寺
縁
起㉖

﹄
の
︑
壬
生
狂
言
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
当
寺
に
お
い
て
毎
年
執
行
す
る
所
の
大
念
仏
の
会
式
は
︑
円

覚
上
人
よ
り
権
興
せ
り
︒
三
月
十
四
日
よ
り
廿
四
日
に
至
て
今
に
及
ん
で

断
絶
す
る
事
な
し
︒
又
村
民
野
翁
念
仏
の
間
に
交
へ
て
散
楽
や
う
の
戯
を

な
し
︒
あ
る
は
猿
の
か
た
ち
に
て
堂
前
に
つ
な
を
縦
横
に
張
て
つ
た
ひ
ま

と
ひ
顛
倒
し
て
様
々
に
遊
戯
す
︒
ま
こ
と
の
猿
の
深
山
幽
谷
の
梢
に
の
ぼ

り
蘿
葛
を
は
ひ
ま
と
ふ
事
の
自
由
を
得
る
に
い
さ
ゝ
か
た
が
は
ず
︒
希
有

な
る
み
も
の
な
り
︒
是
に
依
て
貴
賎
老
少
群
集
を
な
す
︒

い
か
に
﹁
希
有
な
る
み
も
の
﹂
で
あ
る
か
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
念
仏
の
間

に
交
へ
て
﹂
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
あ
く
ま
で
芸
能
と
し
て
の
位
置
づ
け

に
あ
る
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇
は
︑
テ
ー
マ
そ
の
も
の
へ
の
興
味
に
︑
芸
能
と
い
う
形

式
も
相
ま
っ
て
︑
娯
楽
性
の
側
面
も
持
ち
︑
ま
た
娯
楽
と
し
て
認
識
も
さ
れ
て

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
五



い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
と
め
に
か
え
て

最
後
に
︑
地
獄
劇
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒
は
じ
め
に
成

立
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は
︑﹃
花
洛
細
見
図
﹄
図
�
︵﹁
閻
魔
﹂・
現
行
﹁
賽
の

河
原
﹂︶
で
あ
る
︒
地
蔵
尊
に
よ
る
地
獄
か
ら
の
救
済
︑
と
い
う
内
容
は
︑
題

材
と
し
て
最
も
単
簡
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
芸
態
に
滑
稽
味
は
介
在
し
て
お
ら
ず
︑

地
蔵
尊
の
功
徳
を
直
接
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
演
目
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

し
か
し
︑﹃
熊
野
勧
進
十
界
曼
荼
羅
﹄
を
例
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
観
客
に

と
っ
て
す
で
に
地
獄
は
好
奇
の
対
象
で
あ
り
︑
面
白
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

る
︒
そ
れ
は
演
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
り
︑
娯
楽
的
な
演
目
の
素
材
と
し
て

地
獄
を
扱
お
う
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
て
︑﹃
花
洛
細
見
図
﹄
図
�
︵﹁
八
尾
の
地
蔵
の

舞
﹂︶
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
演
目
は
︑
狂
言
︽
八
尾
︾
に
︑
わ
ざ

わ
ざ
﹁
様
々
お
か
し
き
所
作
﹂
と
い
う
滑
稽
味
を
﹁
添
へ
﹂
て
い
る
︒
時
代
の

流
れ
に
従
っ
て
︑
娯
楽
的
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑﹃
花
洛
細
見
図
﹄
図
�
の
内
容
の
演
目
は
︑
現
代
ま
で
途
切
れ
ず

上
演
さ
れ
続
け
て
い
る
︒
図
�
は
廃
曲
と
な
り
︑
そ
の
後
も
他
芸
能
か
ら
題
材

を
得
た
演
目
や
︑
滑
稽
味
を
帯
び
た
地
獄
劇
で
あ
る
﹁
餓
鬼
角
力
﹂
な
ど
が
演

じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
壬
生
狂
言
は
地
獄
劇
初
期
の
宗
教
性
を
維
持
し
続
け
て
い

る
と
い
え
る
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇
に
は
︑
壬
生
寺
と
い
う
場
に
根
差
し
た
宗
教
性
と
︑
地

獄
へ
の
興
味
と
い
う
娯
楽
性
が
共
存
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
両
者
は
対
立
す
る

も
の
で
は
な
い
︒
芸
能
や
音
楽
な
ど
︑
面
白
さ
を
結
縁
を
促
す
方
便
と
し
て
と

ら
え
る
発
想
は
他
に
も
広
く
み
ら
れ
る
が
︑
元
禄
版
﹃
壬
生
寺
縁
起
﹄
で
も
︑
壬

生
狂
言
が
語
ら
れ
た
際
︑﹁
允
に
狂
言
綺
語
も
讃
仏
乗
の
因
縁
と
な
る
べ
け
れ
ば
︒

児
女
愚
蒙
を
み
ち
び
か
ん
方
便
に
や
と
ぞ
覚
え
侍
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

地
獄
劇
が
演
じ
始
め
ら
れ
︑
継
続
し
た
こ
と
︑
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
壬
生

寺
境
内
で
壬
生
狂
言
が
演
じ
ら
れ
続
け
て
い
る
理
由
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
地
獄
へ
の
意
識
は
そ
の
他
の
演
目
と
の
接
続
を
考
え
る
上
で
も
重

要
で
あ
る
︒﹁
猿
﹂
の
娯
楽
性
と
の
接
続
は
︑
当
時
の
地
獄
劇
に
面
白
さ
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
︑
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
で
き
る
︒
ま
た
︑
後
続
に
あ
た
る
元
禄
期

の
演
目
も
︑
一
見
娯
楽
性
が
強
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
根
底
に
は
﹃
壬
生
寺
縁

起
﹄
の
宗
教
性
が
あ
っ
た㉗

︒
地
獄
劇
は
︑
娯
楽
性
と
宗
教
性
の
両
面
か
ら
︑
後

の
演
目
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

壬
生
狂
言
が
宗
教
性
だ
け
に
基
づ
き
︑
教
導
を
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
︑

そ
の
後
の
劇
的
発
展
は
な
し
え
な
か
っ
た
︒
あ
る
い
は
︑
宗
教
性
を
意
識
せ
ず

単
純
に
娯
楽
芸
能
の
道
を
進
め
ば
︑
壬
生
狂
言
の
独
自
性
は
失
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
︒
地
獄
劇
の
両
面
性
は
︑
壬
生
狂
言
の
性
格
を
決
定
づ
け
る
︑
き
わ
め

て
重
要
な
要
素
と
評
価
で
き
る
︒

壬
生
狂
言
の
地
獄
劇

一
九
六
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