
歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き

は
じ
め
に

歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き

が
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
考
え
た
と
き
に
演
劇
と
絵
画
と

の
交
流
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
歌
舞
伎
の
舞
台
で
あ
る
局
面
が
演
じ
ら

れ
る
と
き
、
異
な
る
役
者
、
時
代
で
あ
り
な
が
ら
も
動
作
の
か
た
ち
が
変
わ

ら
ず
引
き
継
が
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
よ
う

な
形
式
的
な
局
面
の
動
作
を
「
演
技
パ
タ
ー
ン
」
と
称
し
、
考
察
を
行
う
。

演
劇
に
お
い
て
「
袖
」
が
小
道
具
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
場
面
は

多
い
。
舞
踊
で
は
袖
を
効
果
的
に
用
い
て
、
所
作
の
動
き
を
美
し
く
み
せ
て

い
る
。
だ
が
、
「
袖
」
が
道
具
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
、
は
た
ら
き
か
け
る

場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
絵
画
で
「
誰
が
袖
」
と
題
さ
れ
る
作
品
が
あ
る
。
そ
の
人
物
を
直

に
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
を
祐
桃
と
さ
せ
る
も
の
と
し
て
袖
の
み
を
描

き
、
そ
れ
を
着
る
人
物
を
想
像
さ
せ
る
。
形
見
に
袖
を
送
る
と
い
う
風
習
な

ど
も
同
じ
発
想
の
下
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
袖
」
は
人
の
分
身
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
る
。
本
論
で
注
目
す
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き
に

は
、
す
ぐ
な
か
ら
ず
当
時
の
人
々
が
体
験
的
に
認
識
し
て
い
た
袖
の
機
能
が

投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
舞
台
と
い
う
場
、
そ
れ
を
写

松
葉
涼
子

皿ｉ

歌
舞
伎
と
絵
画
資
料
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
れ
以
前
の
芸
能
に
は
な
か
っ

た
特
質
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
近
世
歌
舞
伎
は
、
浮
世

絵
（
役
者
絵
）
、
絵
本
、
上
演
資
料
（
絵
番
付
）
な
ど
多
数
の
メ
デ
ィ
ア
を

創
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
舞
台
の
視
覚
的
イ
ン
パ
ク
ト
は
広
く
近
世

文
化
に
浸
透
し
て
い
た
。
絵
画
資
料
は
歌
舞
伎
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
相

互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
近
世
視
覚
文
化
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
当
時
の
絵
凹
資
料
に
は
文
字
以
上
の
情
報
量
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
文
字
資
料
で
は
傍
証
で
き
な
い
演
劇
の
視
覚
的
性
質
を
絵
画

資
料
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

舞
台
を
写
し
た
浮
世
絵
や
絵
本
に
は
、
同
じ
歌
舞
伎
の
局
面
を
判
で
押
し

た
よ
う
に
同
じ
構
図
で
描
く
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
タ
イ
ト
ル
が
描
か
れ
て

い
な
く
て
も
、
そ
の
か
た
ち
か
ら
、
登
場
人
物
や
物
語
の
内
容
ま
で
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
視
覚
的
コ
ー
ド
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
同
じ
か
た
ち



半
兵
気
遣
い
あ
る
な
七
郎
ど
の
。
姫
君
か
ん
な
ん
遊
さ
れ
し
、
そ
の

か
い
あ
っ
て
手
に
入
る
一
巻
。
殊
に
は
父
君
、
梅
若
君
、
御
二
夕
方
の

敵
も
首
尾
よ
ふ
。

七
郎
シ
テ
、
姫
君
は
い
づ
れ
へ
。

文
化
十
四
（
あ
ご
）
年
初
演
の
「
桜
姫
東
文
章
」
は
三
月
七
日
に
初
日
を

む
か
え
、
そ
の
時
に
は
序
幕
か
ら
五
幕
目
ま
で
が
上
演
さ
れ
た
。
後
、
四
月

朔
Ｒ
よ
り
六
幕
目
以
降
が
追
加
さ
れ
て
、
お
よ
そ
二
週
間
後
の
四
月
十
六
日

に
千
秋
楽
と
な
っ
て
い
る
。
悪
党
権
助
と
た
っ
た
一
度
の
契
り
に
よ
っ
て
子

供
を
授
か
っ
た
吉
田
家
の
息
女
桜
姫
が
、
都
鳥
の
一
巻
を
盗
ま
れ
家
が
没
落

し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
場
で
出
会
っ
た
権
助
と
夫
婦
に
な
る
。
し
か

し
、
夫
と
し
て
共
に
暮
ら
し
て
い
た
は
ず
の
権
助
が
、
お
家
の
宝
で
あ
っ
た

都
鳥
の
一
巻
を
盗
ん
だ
張
本
人
だ
と
わ
か
る
と
、
桜
姫
は
今
ま
で
の
態
度
を

が
ら
り
と
変
え
て
、
権
助
の
寝
込
み
を
襲
い
、
我
が
子
と
と
も
に
刺
し
殺

す
。
最
終
幕
で
人
殺
し
の
罪
に
よ
っ
て
追
わ
れ
る
桜
姫
を
女
装
し
た
家
来
半

（
１
）

丘
〈
衛
が
葛
篭
の
中
に
匿
い
て
逃
げ
落
ち
る
の
だ
が
、
台
帳
の
ト
書
き
に
は
左

い
‐
Ｌ
ん
雌
が
ひ
く
く
と
。
巾

清
玄
桜
姫
も
の
は
古
く
は
古
浄
瑠
璃
の
「
一
心
一
一
河
白
道
」
に
あ
り
、

歌
舞
伎
で
は
、
元
禄
七
（
冨
這
）
年
に
初
代
市
川
団
十
郎
が
清
玄
を
演
じ
た

記
録
が
あ
る
。
色
欲
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
清
玄
法
師
が
桜
姫
に
つ
き
ま
と

う
、
と
い
う
物
語
展
開
が
定
型
と
な
り
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
の
両
方
に
渡
っ

て
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
昭
和
二
（
一
℃
目
）
年
に
復
活
さ
れ
現
行
の
レ
パ
ー
ト

各
く
ら
ひ
め
あ
ず
ま
ぶ
ん

リ
ー
‐
の
巾
‐
で
雌
も
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
の
が
鶴
屋
南
北
作
「
桜
姫
東
文

せ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

し
た
絵
画
資
料
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
、
演
劇
的
は
た
ら
き
を
み
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
「
桜
姫
東
文
章
」
の
演
出

傍
線
部
、
半
兵
衛
の
台
詞
の
中
に
「
つ
守
ら
の
内
に
お
忍
び
あ
っ
て
、
道

の
狼
籍
思
ふ
が
ゆ
へ
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
半
兵
衛
は
葛
篭
の
中
に
桜
姫

を
隠
し
、
共
に
逃
げ
落
ち
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
の

傍
線
部
で
は
「
っ
や
ら
の
内
よ
り
桜
姫
の
振
袖
の
出
懸
り
し
を
か
つ
ぎ
」
と

半
兵
つ
ぎ
ら
の
内
に
お
忍
び
あ
っ
て
、
道
の
狼
籍
思
ふ
が
ゆ
へ
。

（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。
）

Ｌ
Ｊ
う

章
」
で
あ
る
命

振
袖
の
出
懸
り
し
を
か
つ
ぎ
、
伺
ひ
’
１
～
出
て
来
る
。

頭
巾
、
桜
姫
の
い
せ
う
を
着
た
る
女
一
人
、
つ
や
ら
の
内
よ
り
桜
姫
の

ト
捕
り
手
八
人
、
い
づ
れ
も
装
束
大
口
、
顔
に
笠
鉾
の
笠
を
冠
り
、
び

ん
ざ
ら
の
あ
つ
ら
へ
形
り
、
他
の
一
人
は
鳥
甲
天
狗
の
面
、
高
足
駄
に

て
、
鉾
を
持
、
猿
田
彦
の
形
り
に
て
、
や
は
り
右
の
鳴
物
に
て
出
て
来

り
、
当
り
を
伺
ひ
さ
、
や
き
合
、
上
の
方
の
置
場
へ
目
を
付
、
わ
か
れ

て
伺
ふ
。
三
味
せ
ん
入
、
誰
の
鳴
物
に
て
、
右
の
置
物
の
内
よ
り
、
袖

（
…
中
略
…
）

四
一



歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き

あ
る
よ
う
に
、
中
に
桜
姫
が
い
て
、
そ
の
袖
が
葛
龍
か
ら
で
て
い
る
と
い
う

演
出
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

関
連
す
る
資
料
と
し
て
、
「
桜
姫
東
文
章
」
初
演
の
二
年
前
、
文
化
十
二

（
屍
邑
年
に
刊
行
さ
れ
た
山
東
京
伝
作
の
合
巻
『
娘
清
玄
振
袖
日
記
』
を

あ
げ
た
い
。
純
粋
な
演
劇
資
料
で
は
な
い
が
、
歌
舞
伎
の
清
玄
桜
姫
も
の
の

素
材
を
摂
取
し
、
挿
絵
も
役
者
の
似
顔
を
用
い
る
な
ど
、
意
識
し
て
歌
舞
伎

を
題
材
に
取
り
入
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
本
作
に
は
先
に
あ
げ
た
「
桜
姫

東
文
章
」
の
場
面
と
同
様
、
姫
が
葛
龍
に
隠
れ
て
逃
げ
る
場
面
が
あ
る
。
本

文
書
き
入
れ
に
は

も
ち
き
つ
る
つ
ぎ
ら
の
な
か
へ
ひ
め
を
か
く
し
い
れ
る
所

さ
く
ら
ひ
め
を
う
ば
ひ
と
ら
ん
と
し
た
る
を
り
し
も
ひ
め
の
し
も
く

と
ぱ
平
ひ
め
の
あ
と
を
た
づ
ね
て
を
り
よ
く
此
所
へ
き
あ
は
せ
ひ

ば
り
九
郎
が
し
も
べ
ど
も
を
ふ
み
た
ふ
し
お
つ
ち
ら
し
て
よ
う
い
券

四

と
あ
り
、
一
図
と
挿
絵
に
は
鳥
羽
平
に
背
負
わ
れ
た
葛
篭
か
ら
桜
姫
の

袖
が
み
え
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
鳥
羽
平
は
先
ほ
ど

「
桜
姫
東
文
章
」
で
み
た
半
兵
衛
と
同
様
の
役
割
に
あ
た
る
の
で
、
「
桜
姫
東

文
章
」
の
演
出
と
本
作
の
挿
絵
と
は
担
が
れ
た
葛
篭
か
ら
袖
が
み
え
る
と
い

う
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
。

次
に
、
〔
図
２
－
に
は
歌
川
国
芳
画
の
浮
世
絵
シ
リ
ー
ズ
「
源
氏
雲
浮
世

画
合
」
の
中
の
一
枚
を
あ
げ
た
。
本
図
の
画
中
文
字
に
は
下
部
淀
平
と
あ

り
、
淀
平
の
担
ぐ
葛
龍
か
ら
は
、
桜
模
様
の
袖
が
で
か
か
っ
て
い
る
。
下
部

淀
平
は
一
桜
姫
東
文
章
」
に
先
行
し
て
、
宝
暦
期
に
上
方
で
演
じ
ら
れ
て
い

《
２
〕

た
清
玄
桜
姫
も
の
の
登
場
人
物
で
あ
り
、
桜
姫
方
の
忠
臣
で
あ
る
。
本
図
の

構
図
か
ら
考
え
て
も
「
桜
姫
東
文
章
」
の
半
兵
衛
や
、
『
娘
清
玄
振
袖
日

記
』
の
鳥
羽
平
と
重
な
る
役
割
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
本
図
は
弘
化
三
（
易
量
）
年
の
刊
行
で
「
桜
姫
東
文
章
」
上
演
か
ら
は

少
し
時
代
の
開
き
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
構
図
が
引
続
き
描
か
れ
て

［
図
１
｝
文
化
吃
（
畠
扇
）
年
刊
一
娘
清
玄
振
袖
日
記
』
（
部
分
）
、
山
東

京
伝
作
、
初
代
歌
川
豊
国
画
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵



客
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
前
提
を
利
用
し
て
、
趣
向
が
発
想
し
て
い
く
の
で
、
観
客

は
、
そ
の
間
の
二
重
性
を
お
も
し
ろ
い
と
も
、
新
鮮
さ
と
し
て
も
感
ず

る
の
で
あ
る
。

（
「
新
劇
」
一
六
七
号
昭
和
四
十
二
年
三
月
）

っ
た
と
い
う
風
説
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
、

い
る
の
で
あ
る
ｃ

「
桜
姫
東
文
章
」
は
昭
和
四
十
二
（
ら
Ｓ
）
年
、
原
作
に
沿
っ
て
丁
寧
に

研
究
的
に
、
復
活
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
も
と
、
当
時
、
早
稲
田
大
学
教
授

で
あ
っ
た
郡
司
正
勝
氏
が
補
訂
減
出
を
担
当
し
、
復
活
上
浪
が
な
さ
れ
た
。

公
演
直
後
、
演
出
を
担
当
し
た
郡
司
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
図
２
］
弘
化
３
（
畠
鼠
）
年
「
源
氏
雲
浮
世
画
合
下
部
淀
平
』
歌
川

国
芳
画
、
大
英
博
物
館
蔵

高
貴
な
生
れ
な
が
ら
、
宿
場
女
郎
に
転
落
す
る
女
性
を
大
南
北
は
、

「
桜
姫
東
文
章
」
で
、
そ
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
し
た
。
当
時
、

郡
司
氏
は
近
世
期
の
減
出
方
法
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
上
で
、
本

発
表
で
注
目
し
て
い
る
「
葛
純
か
ら
桜
姫
の
袖
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
」
と
い
う

演
出
を
「
伝
承
的
美
意
識
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
氏
が
い
う
よ
う
に
南
北

が
「
桜
姫
東
文
章
」
を
着
想
す
る
に
至
っ
た
中
に
、
当
時
巷
で
流
行
し
て
い

た
風
説
が
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
戯
曲
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

四
一
四

か
ぷ
き
の
作
劇
法
は
許
さ
れ
な
い
。
一
つ
の
世
界
へ
、
そ
の
趣
向
を
も

る
、
と
い
う
テ
ー
マ
の
ほ
か
に
、
葛
龍
か
ら
桜
姫
の
袖
が
こ
ぼ
れ
て
い

る
、
と
い
っ
た
シ
ー
ン
の
い
く
つ
か
が
、
伝
承
的
美
意
識
と
し
て
、
観

ち
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
二
河
白
道
」
以
来
の
、
清
玄
桜
姫

の
ジ
ャ
ン
ル
の
世
界
構
成
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

観
客
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
清
玄
桜
姫
の
世
界
を
識
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
き
ま
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

を
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
記
憶
の
な
か
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
、
清
玄
と
い
う
清
僧
が
、
桜
姫
を
見
染
め
て
堕
落
す

品
川
の
宿
場
女
郎
の
な
か
に
、
日
野
中
納
言
の
落
胤
と
称
す
る
女
が
あ



清
玄
桜
姫
も
の
の
う
ち
、
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
は
元
禄
期
ま
で
遡

る
。
近
松
門
左
術
門
作
の
「
一
心
二
河
白
道
」
は
元
禄
十
一
（
一
・
場
）
年
の

－
３
－

作
品
で
、
京
都
の
都
万
太
夫
座
に
て
演
じ
ら
れ
た
。
絵
入
狂
言
本
が
残
存
し

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
内
容
が
類
推
で
き
る
．
し
か
し
な
が
ら
狂
言
本
か
ら

は
、
縁
の
下
に
桜
姫
が
隠
れ
る
場
面
な
ど
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
注

目
し
て
い
る
「
葛
篭
か
ら
袖
が
み
え
る
」
と
い
う
特
徴
的
な
演
出
は
見
出
せ

な
い
。

二
、
演
技
パ
タ
ー
ン
の
成
立

歌
郷
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
一
袖
」
の
は
た
ら
き

よ
し
強
が
ぞ
ぬ

江
戸
で
は
宝
永
一
一
（
一
己
ｕ
）
年
「
け
い
せ
い
吉
長
染
」
が
上
演
さ
れ
、
清

玄
を
市
川
団
四
郎
、
さ
く
ら
ひ
め
を
小
島
平
七
が
演
じ
て
い
る
。
こ
の
作
品

－
４
）

も
絵
入
狂
言
本
が
現
存
し
て
お
り
、
内
容
が
わ
か
る
が
、
「
一
心
一
一
河
百

道
」
同
様
該
当
す
る
場
面
は
な
い
。

い
印
し
ん
お
や
こ
ぎ
く
ら

そ
の
後
、
正
徳
三
（
一
剖
一
い
）
年
江
戸
森
田
座
「
一
心
親
子
桜
」
、
享
保
ト
ー

こ
ん
れ
い
お
と
わ
の
た
き

二
年
江
戸
中
村
座
「
婚
礼
音
羽
滝
」
、
元
文
一
二
（
ご
路
）
年
大
坂
中
之
芝
居

へ
５
）

叶
い
せ
畦
ひ
れ
ふ
り

「
清
水
清
玄
初
衣
桜
」
、
京
都
で
も
、
寛
延
一
一
（
］
司
念
）
年
「
契
情
鰭
振

や
ま

き
去
墓
ず
ぜ
い
げ
ん
が
ん
か
け
ざ
・
、
ら

山
」
、
宝
暦
四
（
一
剖
堂
）
年
三
の
替
「
清
水
清
玄
願
掛
桜
，
｜
な
ど
、
一
一
一
都
で

繰
り
返
し
演
じ
ら
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
。
「
清
水
清
玄
願
掛
桜
」
は
絵
尽

が
残
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い
て
は
「
葛
誌
か
ら
袖
が

み
え
る
」
場
面
は
登
場
し
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
段
階
で
、
清
玄
桜
姫
も
の
の

中
に
お
け
る
特
徴
的
な
演
技
パ
タ
ー
ン
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

清
玄
桜
姫
も
の
は
浄
瑠
璃
作
品
に
お
い
て
も
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
享
保
六

と
み
ひ
と
し
ん
の
う
号
が
に
し
き

（
一
目
一
）
年
大
坂
豊
竹
座
「
富
仁
親
王
嵯
峨
錦
」
、
宝
暦
十
（
一
ョ
Ｓ
）
年
大

ど
く
ら
ひ
心
Ｌ
づ
の
ひ
め
ざ
く
ら

坂
豊
竹
座
「
桜
姫
賎
姫
桜
」
が
あ
る
が
、
特
に
宝
暦
十
一
一
（
。
⑦
い
）
年

は
な
吋
い
ｆ
入
や
。
』
か
が
み

「
花
系
図
都
鑑
」
は
大
変
な
好
評
を
博
し
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
の
両
方
に
影

（
６
）

響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
作
品
は
正
本
が
あ
る
。
内
容
を
み
る
と

「
葛
篭
か
ら
袖
が
み
え
る
」
演
出
は
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
関
連
す
る
二

点
の
内
容
が
あ
る
。
第
一
に
、
清
玄
が
桜
姫
を
殺
す
た
め
、
葛
篭
に
入
っ
て

館
に
忍
び
込
む
場
面
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
桜
姫
の
小
袖
を
着
た
初
瀬
が
桜

姫
と
間
違
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
は
、
葛
龍
を
用

い
て
人
物
が
移
動
す
る
こ
と
、
桜
姫
の
小
袖
が
桜
姫
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
機
能
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
葛
篭
か
ら
袖
が
み
え
る
」
演
出
に
繋
が
る

四
布

伝
統
的
な
清
玄
桜
姫
の
世
界
の
中
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
今
こ
こ
に

あ
る
当
代
の
事
象
が
、
伝
統
的
戯
曲
の
物
語
の
枠
組
へ
と
取
込
ま
れ
て
い
く

二
重
性
の
中
に
、
演
劇
的
面
白
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
し
も
が
知
っ
て

い
た
だ
ろ
う
同
時
代
の
風
説
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
、
伝
統
的
な
「
清
玄
桜
姫

も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
世
界
で
定
着
し
て
い
た
演

技
の
パ
タ
ー
ン
を
戯
曲
に
盛
り
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
郡
司
氏
の
指

摘
に
あ
る
よ
う
に
、
「
葛
篭
か
ら
桜
姫
の
袖
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
」
と
い
う
演

出
は
清
玄
桜
姫
も
の
の
伝
統
的
形
象
と
し
て
認
識
き
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
戯

曲
に
取
り
込
む
こ
と
が
、
現
代
と
、
伝
統
的
戯
曲
と
の
結
節
点
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
形
象
が
演
劇
の
中

で
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
を
確
認
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、

清
玄
桜
姫
の
上
演
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
形
式
的
、
伝
承
的
な
演
出
の
成
立

を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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初初桜初桜
瀬瀬姫瀬姫
L－ｆ１ －F１－Ｆ，一〃１Ｊ

が
片
袖
め
し
箱
よ
り
出
か
、
っ
て
有

急
度
見
て

嬉
し
や
情
は
る
様
の
在
処
は
知
れ
た
ぞ
卜
つ
か
』
～
と
〔
桜

ぱ
っ
た
り
と
蓋
す
る
此
音
に
驚
き

急
度
う
し
ろ
を
見
る

四
ヨ ー

ノ、

［
図
且
宝
暦
岨
（
弓
ｓ
）
年
大
坂
中
之
芝
居
「
清
水
清
玄
六
道
巡
」
（
部

分
）
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
ロ
扇
Ｉ
ｇ
言
い
１
房
一
》

要
素
が
見
い
だ
せ
る
。

き
よ
み
ｆ
せ
い
ぽ
Ａ

そ
の
同
年
宝
暦
十
一
一
（
一
ざ
ｓ
）
年
大
坂
中
之
芝
居
で
「
清
水
清
玄

ろ
く
と
可
ぬ
く
町

六
道
巡
」
が
上
演
さ
れ
る
。
「
花
系
図
都
鑑
」
が
一
二
月
の
上
演
な
の
で
、
本

作
は
そ
の
四
ヶ
月
後
七
月
の
ｋ
液
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
時
を
隔
て
て

は
い
な
い
。
清
玄
を
演
じ
た
の
は
初
代
中
村
歌
右
衛
門
で
、
桜
姫
を
嵐
雛
助

が
演
じ
て
い
る
。
本
作
は
、
「
花
系
図
都
鑑
」
と
場
面
、
人
物
設
定
が
非
常

に
類
似
し
て
お
り
、
「
花
系
図
都
鑑
」
の
好
評
を
受
け
て
、
歌
舞
伎
に
書
換

え
て
演
じ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
清
水
清
玄
六
道
巡
」

に
は
、
奴
淀
平
が
飯
樋
の
中
に
桜
姫
、
桜
姫
の
許
嫁
清
は
る
を
隠
し
、
移
動

戸
７
）

す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
こ
と
が
台
帳
か
ら
わ
か
る
。
（
図
３
｝
に
あ
げ
た

絵
尽
の
書
き
入
れ
に
は
こ
の
部
分
に
「
よ
ど
平
誠
は
ひ
だ
り
甚
五
郎
両
人
を

か
く
ま
い
」
と
あ
り
、
瓶
の
外
か
ら
出
て
い
る
袖
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
者
の
紋

が
描
か
れ
て
、
両
者
が
忍
ん
で
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
き

て
、
葛
舘
、
箱
、
楯
な
ど
の
器
物
に
隠
れ
る
桜
姫
と
、
中
身
か
ら
袖
が
み
え

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
資
料
上
に
現
れ
る
。
そ
の
翌
年
、
宝
暦
十
三

お
し
》
わ
や
戻
れ
ん
ぽ
の
た
き

（
一
『
ａ
）
年
に
京
都
四
条
北
芝
居
で
上
演
さ
れ
た
「
音
羽
山
恋
慕
飛
泉
」
に

８
－

も
同
様
の
場
而
が
あ
り
、
台
帳
に
は



姫
〕
が
袖
の
出
有
し
、
め
し
ば
こ
の
蓋
明
ル

〔
桜
姫
〕
内
よ
り
飛
ん
で
出

四
一
ｔ

歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き

も
関
連
す
る
演
出
が
み
ら
れ
る
。
南
北
作
で
は
、
「
桜
姫
東
文
章
」
以
前
に

ね
や
の
お
う
ぎ
す
み
ぞ
め
さ
く
ら

文
化
七
（
屋
。
）
年
江
戸
市
村
座
「
閏
扇
墨
染
桜
」
、
文
化
十
一

す
み
だ
が
わ
は
な
の
ご
Ｌ
上
ぞ
め
｛
通
）

（
］
雪
今
）
年
江
戸
市
村
座
「
隅
田
川
花
御
所
染
」
で
清
玄
桜
姫
も
の
を
脚
色

し
て
い
る
が
、
両
作
と
も
に
葛
龍
と
小
袖
の
要
素
を
物
語
展
開
に
効
か
せ
て

い
る
。
「
閏
扇
墨
染
桜
」
で
は
絵
本
番
付
〔
図
６
〕
を
み
る
と
、
桜
姫
の
葛

篭
を
使
っ
た
早
替
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
隅
田
川
花
御
所
染
」
で

〔
図
４
］
安
永
８
（
国
ご
）
年
江
戸
中
村
座
「
御
摂
華
曽
我
」
（
部
分
）
、

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
ロ
圏
１
つ
ｇ
ｓ
ｌ
ｓ
や

と
あ
る
。
桜
姫
と
清
は
る
を
追
っ
て
き
た
初
瀬
が
飯
箱
に
は
い
っ
た
桜
姫

の
袖
が
出
か
か
っ
て
い
る
の
を
み
つ
け
て
、
飯
箱
の
蓋
を
あ
け
る
。
姫
が
器

物
の
中
に
隠
れ
て
移
動
す
る
と
い
う
要
素
と
、
袖
が
見
え
て
し
ま
う
こ
と
で

中
身
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
筋
が
演
出
の
要
素
と
し
て
あ
る
の
で
あ

こ
ん
れ
い
そ
で

る
。
浄
瑠
璃
作
品
で
明
和
一
一
（
一
Ｊ
ａ
）
年
大
坂
竹
本
座
初
演
の
「
姻
袖

か
が
み
９
宇

鑑
」
で
は
、
北
山
の
庵
室
に
隠
遁
し
て
い
る
清
玄
の
も
と
に
、
家
来
忠
平

が
葛
篭
を
背
負
っ
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
、
葛
篭

に
桜
姫
が
い
る
と
は
し
ら
ず
に
清
玄
は
桜
姫
の
絵
姿
に
む
か
っ
て
思
い
の
た

け
を
延
べ
る
。
そ
の
執
念
の
す
さ
ま
じ
さ
に
思
わ
ず
中
の
桜
姫
は
悲
鳴
を
あ

げ
て
し
ま
い
、
そ
の
中
に
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
。
姫
が
葛
純
の
中

に
背
負
わ
れ
る
と
い
う
展
開
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
安
永
五
（
司
試
）
年
江
戸

き
ぐ
ら
ひ
い
み
き
お
た
い
壱
ん
西
〕

肥
前
座
で
演
じ
ら
れ
た
「
桜
姫
操
大
全
」
は
「
姻
袖
鑑
」
を
下
敷
に
し
て

お
り
、
こ
こ
で
も
同
様
の
場
而
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
葛
篭
か
ら
袖
が
み

え
る
．
家
来
の
担
ぐ
葛
総
に
桜
姫
が
匿
わ
れ
て
逃
げ
落
ち
る
」
と
い
う
場
面

が
三
都
で
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
こ
の
演
出
は
一
・
桜
姫
も
の
」
の
中
で
定
着
を
み
せ
る
。
安
永
八

ご
ひ
い
き
ね
ん
ね
ん
そ
が

（
一
Ｊ
ご
）
年
江
戸
中
村
座
「
御
摂
隼
曽
我
」
は
芝
居
の
詳
し
い
筋
は
不
明

で
あ
る
が
、
辻
番
付
〔
図
と
に
は
長
持
か
ら
袖
が
で
て
い
る
様
子
が
猫
か

輯
ぽ
い
わ
い

れ
て
い
る
。
後
も
〔
図
５
〕
寛
政
五
（
。
Ｂ
）
年
一
二
月
江
戸
中
村
座
「
遇
曽

こ
い
も
う
で
き
よ
み
ず
ざ
く
ら
皿
］

我
中
村
」
や
、
文
化
一
一
（
一
ぎ
い
）
年
大
坂
角
之
芝
居
「
恋
詣
清
水
桜
」
に



さ
い
ぜ
ん
の
女
ハ
こ
れ
か
．
か
ほ
あ
げ
い
よ
い
き

ど
か
く
ま
っ
て
と
ら
せ
う
．
し
ハ
や
の
内
ゑ
も
か
く

き
ず
わ
を
ハ
ぬ
か
．
た
ゆ
ふ
く
に
が
所
へ
つ
か
わ
す

峰
二
番
Ⅱ
序
幕
に
桜
姫
を
氷
助
が
小
袖
柾
に
匿
う
場
面
が
あ
る
。
以
上
か

ら
、
葛
龍
と
小
袖
の
演
技
パ
タ
ー
ン
は
「
桜
姫
東
文
章
」
が
上
演
さ
れ
る
以

前
に
、
す
で
に
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
て
き
た
演
出
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

プ
ｏ
Ｏ

袖
を
一
人
し
長
持
．
是
に
か
く
さ
ん
と
て
．
長
持
の
中
へ
女
を
か
く
し
．

〔
図
５
］
寛
政
５
（
司
厨
）
年
三
月
江
戸
中
村
座
「
遇
曽
我
中
村
」
、
早
稲

田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
口
隠
Ｉ
ｇ
ｇ
や
１
つ
易

三
、
先
行
作
と
の
共
通
点

に
隠
れ
て
お
り
、
小
袖
の
挟
が
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
に
い
る
こ
と
が
暴

か
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
次
に
引
用
し
、
該
当
箇
所
に
傍
線
を
引
い

た
。 j 哩 龍 員 蓮。星 ［

図
６
一
文
化
７
（
房
二
）
年
江
戸
市
村
座
「
閏
一
扇
墨
染
桜
」
、
日
本
大
学

総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵

し成
て ほ

そ
の
よ
う
に
し
て
、
清
玄
桜
姫
も
の
の
中
で
パ
タ
ー
ン
化
し
た
演
出
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
成
立
に
は
他
の
作
品
と
の
交
流
も
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
元
禄
十
二
（
］
＄
＠
）
年
江
戸
森
田
座
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎

と
り
せ
い
お
く
に
か
ぶ
き

〔
脚
一

「
当
世
小
国
歌
舞
伎
」
は
絵
入
狂
一
一
一
一
口
本
か
ら
内
容
が
わ
か
る
が
、
女
が
長
持

か
ほ
あ
げ
い
よ
い
き
れ
う
じ
ゃ
．

し
ハ
や
の
内
ゑ
も
か
く
さ
れ
ま
い

側

目
■
０

円
Ⅱ
１
厘

一’一一＝一一一宝＝

し
ん
も
つ
の
小

四
八



歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
一
袖
」
の
は
た
ら
き

女
は
荻
野
沢
之
丞
演
じ
る
や
ど
り
ぎ
姫
で
あ
る
。
そ
の
演
技
を
評
判
記
で

は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

該
当
箇
所
は
中
入
の
場
面
で
、
山
名
左
衛
門
に
長
持
に
匿
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
狂
言
本
に
あ
る
雲
分
親
王
の
台
詞
に
「
あ
れ
ノ
ー
こ
そ
で
の
た
も

と
が
長
も
ち
よ
り
み
ゆ
る
」
と
あ
る
が
、
中
身
の
人
物
の
性
質
そ
の
も
の
を

小
袖
の
模
様
が
あ
ら
わ
す
こ
と
で
、
視
覚
的
に
中
身
が
暴
か
れ
る
と
い
う
展

開
と
な
っ
て
い
る
。
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
演
出
と
の
展
開
と
、
小
袖
の
は

た
ら
き
が
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

扱
中
入
の
後
．
や
ど
り
き
姫
を
．
山
名
左
衛
門
長
持
へ
入
．
雲
わ
け
親

王
と
問
答
の
所
へ
出
ら
れ
、
親
王
を
の
せ
て
な
ぶ
ら
る
、
‐
か
ほ
つ
き
．

山
名
方
へ
の
め
づ
か
ひ
身
ぶ
り
．
ど
う
も
い
へ
ず
．

（
元
禄
十
三
（
．
ｇ
）
年
刊
「
役
者
万
年
暦
』
荻
野
沢
之
丞
条
）

こ
そ
で
の
た
も
と
が
長
も
ち
よ
り
み
ゆ
る
．
ど
れ
と
や
り
お
っ
と
り
つ

か
ん
と
す
る
を

こ
し
を
か
け
．
た
ば
こ
を
の
み
て
い
る
所
へ
く
も
ハ
け
し
ん
王
や
り

ひ
つ
さ
け
大
ぜ
い
つ
れ
来
り
た
ず
今
こ
、
も
と
へ
ふ
り
そ
で
の
女

ハ
と
を
ら
ぬ
か
．
い
か
に
も
通
り
ま
し
た
ご
け
も
と
を
れ
ば
．
お
と

こ
も
通
．
年
よ
り
も
と
お
り
ま
し
た

（
…
中
略
…
）

し
ん
わ
う
た
ち
帰
ら
ぬ
と
す
る
を
．
ま
ん
ど
ん
い
ん
み
て
あ
れ
ノ
ー

四
九

き
た
賊
堂
め
い
ぶ
つ

続
い
て
、
〔
図
７
〕
宝
暦
五
（
一
ョ
い
い
）
年
大
坂
角
之
芝
居
の
「
北
浜
名
物

お
と
こ

男
」
の
絵
尽
挿
絵
を
あ
げ
た
い
。
こ
こ
で
、
箱
か
ら
着
物
の
裾
と
袖
が
見
え

て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
挿
絵
中
の
書
き
入
れ
に
は

「
ね
っ
の
四
郎
兵
へ
女
ほ
う
か
る
が
き
る
も
の
見
ゆ
る
ゆ
へ
ふ
た
を
あ

け
ん
と
す
る
」
「
十
三
郎
お
か
る
が
き
る
物
見
つ
け
ま
お
と
こ
の
せ
ん
ぎ

す
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
一
評
し
い
記
述
が
評
判
記
に
あ
り
、

泰
銭
箱
の
中
に
女
房
が
隠
れ
て
お
り
、
着
物
が
見
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

見
つ
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
器
物
か
ら
み
え
る
着

物
が
中
身
が
露
呈
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
。

先
に
挙
げ
た
「
当
世
小
国
歌
舜
伎
」
が
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
た
の
は
元
禄

年
間
で
、
「
北
浜
名
物
男
」
は
宝
暦
年
間
で
あ
る
。
と
も
に
、
清
玄
桜
姫
も

の
に
「
葛
篭
か
ら
見
え
る
袖
」
の
演
技
パ
タ
ー
ン
が
定
着
す
る
以
前
の
こ
と

と
な
る
が
、
物
語
展
開
、
袖
の
は
た
ら
き
に
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
。

少
し
話
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
、
姫
、
若
殿
な
ど
を
家
来
が
長
持
や
柾
な
ど
に
隠

す
と
い
う
演
出
は
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
近
世
演
劇
に
お
い
て
は
常
套
的

手
段
で
あ
っ
た
。
次
に
評
判
記
の
記
述
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
何
作
品
か
に

わ
た
っ
て
姫
を
長
持
、
樋
な
ど
の
器
物
に
か
く
す
、
し
の
ば
せ
る
と
い
う
記

さ
ん
せ
ん
箱
に
十
三
郎
お
か
る
が
着
ル
物
は
さ
ま
れ
有
故
．
阿
郎
右
衛

門
男
立
シ
ま
い
と
云
か
け
．
ふ
た
を
取
し
ば
我
女
一
房
故
お
ど
ろ
き
．
無

念
が
り
て
て
う
ち
や
く
し
．

（
宝
暦
六
（
。
獣
）
年
刊
『
役
者
改
算
記
（
坂
）
』
三
析
大
五
郎
条
）



二
役
者
願
紐
解
二

［
図
７
］
宝
暦
５
（
司
協
）
年
大
坂
角
之
芝
居
「
北
浜
名
物
男
」
、
早
稲
田
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

大
学
演
劇
博
物
館
蔵
ロ
房
１
９
ｓ
い
Ｉ
ｇ
ロ

享
保
九
（
ご
瞳
）
年
京
都
早
雲
座
「
三
面
大
黒
万
石
俵
」
山
本
小
式
部
評

享
保
元
（
。
一
○
）
年
大
坂
嵐
荻
野
座
一
蝶
花
形
三
国
智
入
」
荻
野
八
重
桐
評

正
徳
五
（
一
コ
い
）
年
大
坂
岩
井
座
「
幸
持
丸
長

半
概
あ
け
ん
と
し
万
菊
殿
あ
け
さ
せ
ぬ
を
．

正
徳
五
（
。
国
）
年
大
坂
篠
塚
座
「
絶
俵
満
極
湊
」
袖
崎
歌
流
評

さ
れ
て
の
詰
合
よ
し
．

同
、
大
鳥
道
右
術
門
評

弟
新
五
郎
殿
半
植
荷
て
出
ら
る
、
を
押
と
ｆ
め
て
つ
め
合
．

半
植
よ
り

成
程
其
中
に
姫
君
ご
ざ
る

姫
お
の
へ
殿
を
長
持
に
入
し
来
り
．
追
手
の
侍
を
き
り
ち
ら
さ
る
謎
手

人
音
す
る
ゆ
へ
姫
を
長
持
の
中
へ
し
の
ば
せ
置
る
、
所
へ
・
夫
六
郎
方

術
門
佐
十
郎
殿
出
た
い
め
ん
．

二
役
者
色
茶
湯
与

五
○

姫
出
給
ふ
時

を
し
っ
た
．
つ
れ
て
落
ふ
と
荷
て
出
ら
る
曾
所
へ
．
大
鳥
殿
出
引
も
ど

其
後
三
原
殿
娘
に
手
を
お
ふ
せ
。
ひ
め
君
を
長
持
へ
か
く
し
て
の
は
た

ら
き
。
さ
て
ノ
ー
い
つ
も
な
が
ら
お
も
し
ろ
く
存
る

こ
役
者
返
魂
香
』
）

一
幸
持
丸
長
者
」
中
村
新
五
郎
評



Ｊ
■

●
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一
方
で
常
套
的
演
川
は
清
玄
桜
姫
も
の
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、
物

語
固
有
の
演
技
パ
タ
ー
ン
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
く
。
清
玄
桜
姫
も
の
の
中

で
、
「
葛
篭
か
ら
み
え
る
袖
」
と
い
う
表
現
が
類
型
的
な
演
出
と
し
て
確
立

し
、
そ
の
舞
台
イ
メ
ー
ジ
が
絵
画
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
玄
桜
姫
も

の
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
象
徴
す
る
構
図
と
し
て
絵
画
の
中
で
機
能
す
る
よ
う
に

な
る
。
さ
ら
に
「
桜
姫
東
文
章
」
が
上
演
さ
れ
た
頃
に
は
、
葛
篭
か
ら
袖
が

で
て
い
る
と
い
う
演
出
は
、
「
中
身
が
暴
か
れ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
た

ら
き
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
物
語
展
開
の
方
は
形
骸
化
し
て
し
ま
っ

て
、
「
器
物
か
ら
み
え
る
袖
」
と
い
う
視
覚
性
だ
け
が
特
化
し
、
機
能
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

南
北
は
「
桜
姫
東
文
章
」
以
前
に
、
文
化
十
一
（
屍
室
）
年
江
戸
市
村
座

す
み
曜
が
わ
は
な
の
ご
し
。
今
ぞ
め
［
Ⅲ
》

「
隅
田
川
花
御
所
染
」
で
清
玄
桜
姫
も
の
を
題
材
に
と
っ
て
い
る
。
本
作
は

ば
し
さ
．

四
、
演
技
バ
タ
ｉ
ン
の
変
容
と
絵
画
資
料

歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
「
袖
」
の
は
た
ら
き

二
役
者
美
野
雀
乞

清
水
清
玄
の
世
界
、
鏡
山
の
世
界
と
隅
田
川
の
世
界
の
三
つ
を
綱
い
交
ぜ
に

し
た
作
品
で
、
五
代
目
岩
井
半
四
郎
演
じ
る
清
玄
尼
が
好
評
を
博
し
た
狂
言

で
あ
る
。
［
図
８
〕
は
二
番
目
の
序
幕
「
隅
田
川
梅
若
塚
の
場
」
を
描
い
た

役
者
絵
で
、
半
四
郎
が
抱
え
る
葛
寵
か
ら
小
袖
が
で
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
奴
軍
助
が
桜
姫
を
小
袖
柾
の
中
に
匿
っ
た
の
を
、
惣
太
に
燕
わ
れ
、
そ

の
小
袖
樋
を
の
せ
て
隅
田
川
を
舟
で
渡
ろ
う
と
す
る
所
に
、
清
玄
尼
（
五
代

目
半
四
郎
）
が
現
れ
て
、
そ
の
舟
に
合
乗
る
。
隅
田
川
を
渡
る
途
中
、
清
玄

尼
が
横
恋
慕
し
て
い
る
松
若
（
七
代
目
団
十
郎
）
と
す
れ
違
い
、
尼
は
松
若

に
気
づ
き
駆
け
寄
る
。
舟
の
揺
れ
に
よ
ろ
め
い
て
桜
姫
が
入
っ
て
い
る
柾
の

鱈
一一

一

評

［
図
８
一
文
化
Ⅲ
（
易
屡
）
年
江
戸
市
村
座
「
隅
田
川
花
御
所
染
」
、

女
清
玄
〈
５
〉
岩
井
半
四
郎
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵

昌
つ
Ｃ
ｌ
”
い
＠
“

Ｊ
■

●
Ｄ
Ｌ

「
葛
龍
か
ら
袖
が
み
え
る
」
と
い
う
減
技
パ
タ
ー
ン
は
右
の
流
れ
に
た
ち

な
が
ら
も
、
「
袖
」
を
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
身
が
暴
か
れ
る
と
い
う
展

開
を
加
え
、
舞
台
と
い
う
場
に
お
い
て
よ
り
視
覚
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る

演
出
に
仕
立
て
る
こ
と
で
成
功
し
た
演
出
で
あ
る
。
同
様
の
展
開
は
様
々
な

作
品
に
取
り
い
れ
ら
れ
て
ま
た
新
た
な
演
技
パ
タ
ー
ン
と
し
て
成
立
し
た
。

Ｌ
二ﾛﾛ

震~--ﾆﾐﾐー 昌ー一 函宝亀＝釦

塗
一一

五



形
象
的
演
技
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
た
こ
と
で
、
「
袖
」
の
は
た
ら
き
が
視
覚
記

号
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
絵
画
と
演
劇
演
出
と
の
密

接
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
一

［
図
９
－
寛
延
元
（
ヨ
為
）
年
大
坂
豊
竹
座
「
東
鑑
御
狩
巻
」
、
早
稲

田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
恥
鼠
Ｉ
－
ｇ
巨
１
月

蓋
に
手
を
つ
く
、
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
台
帳
で
は
、
中
に
い
る

桜
姫
が
見
破
ら
れ
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
役
者
絵
に
は
葛
篭

か
ら
小
袖
が
見
え
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
実
際
に
舞

台
で
そ
の
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
た
の
か
、
絵
師
が
描
い
て
し
ま
っ
た
の
か

は
判
断
し
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
桜
姫
を
象
徴
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
記
号

と
し
て
の
葛
篭
と
小
袖
の
は
た
ら
き
が
絵
画
か
ら
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

他
の
先
行
作
で
も
同
様
の
流
れ
は
あ
る
。
例
え
ば
、
寛
延
元
（
。
浅
）
年

あ
ず
堂
か
が
み
み
か
卯
の
よ
き

大
坂
盤
竹
座
で
演
じ
ら
れ
た
浄
瑠
璃
「
東
鑑
御
狩
巻
」
の
絵
尽
を
〔
凶

旦
に
あ
げ
た
。
長
持
か
ら
出
懸
か
っ
た
十
郎
の
袖
が
描
か
れ
て
い
る
。
長

持
か
ら
見
え
る
袖
と
そ
こ
に
描
か
れ
た
庵
木
瓜
の
紋
が
十
郎
を
表
現
し
て
お

り
、
と
ら
が
そ
の
巾
身
を
か
ば
う
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
物
語
中
に
お
い

て
、
十
郎
の
袖
が
「
中
身
を
暴
か
れ
る
」
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
中
に
十
郎
が
隠
れ
る
様
子
を
表
現
す
る
記
号
と
な
っ
て
い
る
。

「
中
身
が
あ
ば
か
れ
る
」
た
め
の
小
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
た
「
袖
」

が
、
中
身
の
人
物
を
あ
ら
わ
す
視
覚
記
号
と
な
る
。
演
出
に
視
覚
性
を
持
た

せ
た
こ
と
で
そ
の
は
た
ら
き
が
変
容
し
て
い
く
。
そ
れ
に
直
接
的
に
関
わ
る

の
が
絵
画
資
料
に
よ
る
伝
承
で
あ
る
。

今
回
あ
げ
た
よ
う
な
絵
画
資
料
群
は
「
葛
龍
か
ら
見
え
る
袖
」
と
い
う
形

象
を
類
型
的
に
描
く
。
実
際
の
舞
台
だ
け
で
な
く
、
視
覚
資
料
に
お
い
て
も

先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
要
素
が
反
復
的
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
図
様

が
物
語
展
開
を
内
包
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
物
の
形
象
そ
の
も
の
が
、
あ

る
場
面
を
示
唆
す
る
構
図
と
成
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
視
覚
的
イ
ン
パ
ク

ト
が
翻
っ
て
清
玄
桜
姫
も
の
の
形
式
的
演
出
と
し
て
認
識
さ
れ
、
伝
統
的
、



お
わ
り
に

歌
舞
伎
・
清
玄
桜
姫
も
の
に
み
る
一
袖
」
の
は
た
ら
き

「
清
水
清
玄
も
の
」
で
す
で
に
定
着
し
て
い
た
、
「
葛
龍
か
ら
袖
が
み
え
る
」

演
技
パ
タ
ー
ン
を
汲
ん
だ
上
で
、
桜
姫
を
「
小
袖
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
記
号

に
結
び
つ
け
、
実
体
の
な
い
も
の
に
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
「
小
袖
」
を
使
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
い
な
い
は
ず
の
桜
姫
の
存
在
を
祐

桃
と
さ
せ
、
舞
台
上
の
表
現
の
幅
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の

枠
組
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
ま
た
、
枠
組
を
流
用
し
そ
の
表
現
を
乗
り
越
え

る
こ
と
で
新
た
な
表
現
に
転
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
作
劇
上
の
発
想
の

系
譜
が
一
つ
の
演
技
パ
タ
ー
ン
を
通
し
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
淫（

１
）
『
鶴
屋
南
北
全
集
」
第
六
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）
。
底

本
は
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
、
初
演
本
の
台
帳
と
あ
る
。

（
２
）
奴
淀
平
は
宝
暦
十
二
（
ご
ｓ
）
年
大
坂
中
之
芝
居
「
清
水
清
玄

六
道
巡
」
に
登
場
し
、
桜
姫
を
瓶
に
匿
い
逃
げ
る
場
面
が
あ
る
。

（
３
）
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
。

（
４
）
東
京
芸
術
大
学
図
書
館
蔵
。

（
５
）
落
合
清
彦
「
〃
清
玄
桜
姫
物
〃
と
〃
隅
田
川
物
〃
と
の
関
係
試
論

ｌ
江
戸
か
蕊
き
に
お
け
る
変
容
の
軌
跡
」
（
「
演
劇
学
」
鍋
、
一
九

八
四
年
）
に
は
松
屋
来
助
作
と
あ
る
。

（
６
）
京
都
大
学
図
書
館
蔵
。

（
７
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
。

（
８
）
東
京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
蔵
（
図
書
番
号
七
五
）
。
な
お
、

宝
暦
十
二
年
『
清
水
清
玄
六
道
巡
」
、
宝
暦
十
三
年
一
音
羽
山
恋
慕

五
三

本
論
で
は
、
「
葛
寵
か
ら
袖
が
み
え
る
」
と
い
う
演
出
が
清
玄
桜
姫
も
の

の
演
技
パ
タ
ー
ン
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ

れ
ら
は
特
定
の
作
品
か
ら
離
れ
て
共
有
財
産
化
し
て
お
り
、
全
く
別
の
筋
の

作
舶
に
も
み
ら
れ
る
演
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
証
し
た
。
そ
れ
が
清
玄
桜
姫

も
の
の
上
演
過
程
で
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
有
の
見
せ
場
と

し
て
統
合
さ
れ
、
清
玄
桜
姫
も
の
独
自
の
世
界
を
象
徴
す
る
演
技
パ
タ
ー
ン

の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
、
絵
画
資
料
に
描
か
れ
、

類
型
的
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
は
た
ら

き
が
変
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

「
葛
寵
か
ら
袖
が
み
え
る
」
演
出
は
物
語
展
開
に
は
積
極
的
に
は
関
わ
ら

な
い
が
、
見
る
者
の
視
覚
的
記
憶
と
結
び
つ
き
、
な
か
に
い
る
者
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
南
北
は
「
桜
姫
東
文
章
」
の
中
で
他
に
も
各
所
に
「
小

袖
」
を
効
果
的
に
附
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
番
目
二
幕
目
「
稲
瀬
川
の

場
」
で
桜
姫
は
清
玄
に
振
袖
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ
る
。
そ
の
袖
は
一
番
目
五
幕

目
の
「
岩
淵
庵
室
の
場
」
で
も
使
わ
れ
る
。
長
浦
が
以
前
桜
姫
か
ら
預
か
っ

た
小
袖
を
、
清
玄
が
み
つ
け
、
桜
姫
の
残
り
香
を
喚
ぐ
こ
と
で
再
び
自
ら
の

煩
悩
に
陥
っ
て
い
く
。
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
「
袖
」
が
清
玄
に
と
っ
て
は
桜
姫

の
分
身
で
あ
る
か
の
よ
う
に
機
能
し
、
清
玄
の
心
象
の
変
化
を
呼
び
起
こ
す

の
で
あ
る
。
特
に
南
北
の
工
夫
と
し
て
評
価
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の



（
ｕ
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
⑫
）
『
鶴
屋
南
北
全
集
』
第
五
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）
。
底

本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
初
演
台
本
と
あ
る
。

（
鴫
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
ｕ
）
（
吃
）
に
同
じ
。

（
９
）
（
６
）
に
同
じ
ｃ

（
皿
）
（
６
）
に
同
じ
。

飛
泉
」
、
明
和
八
年
『
清
水
清
玄
行
力
桜
』
の
関
連
に
つ
い
て
は
河

合
虞
澄
氏
二
清
水
清
玄
行
力
桜
－
１
近
世
演
剛
に
見
る
清
玄
桜

施
物
ｌ
」
二
説
話
諭
集
』
第
十
五
集
清
文
堂
二
○
○
六
年
）

Ｅ
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。

五
四

付
記本

論
は
、
二
○
○
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
ス
タ
ー
ト
ァ
ッ

プ
の
成
果
を
細
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
第
五
十
三
回
立
命
館
大
学

日
本
文
学
会
大
会
（
二
○
○
九
年
六
月
十
四
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表

に
基
づ
き
一
部
訂
正
を
加
え
た
。
席
上
で
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸

先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
の
掲
赦
を
許
可
い

た
だ
い
た
諸
機
関
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
ま
つ
ぱ
・
り
ょ
う
こ
本
学
衣
笠
総
合
研
究
棲
構
ポ
ス
ド
ク
研
究
員
）




