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常

盤

の
物

語

に

つ
い
て

は

じ

め

に

常
盤
御
前
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
は
、
『平
治
物
語
』
、
『義
経
記
』
、
御
伽
草
子

語
』
、
幸
若
舞
曲

『伏
見
常
盤
』
、
『山
中
常
盤
』
、
『靡
常
盤
』
、
『常
盤
問
答
』
が
あ
る
。

に
、
『吾
妻
鏡
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
。

物
語
類
と
幸
若
舞
に
お
い
て
、
共
通
で
言
え
る
の
は
、
平
治
の
乱

（
一
一
五
九
）
後
、

ち
、
源
義
朝
の
亡
く
な
っ
た
後
の
常
盤
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
常
盤
の
物
語
は
、
義
経
伝
説
の
隆
盛
に
よ

っ
て
派
生
し
た
物
語
と
考
え
る
な
ら
ば
、
義

経
伝
説
の
集
大
成
で
も
あ
る

『義
経
記
』
に
な
ぜ
、
常
盤
に
ま
つ
わ
る
清
水
信
仰
話
が
取
り
入
れ

ら
れ
な
か

っ
た
の
か
、
疑
間
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『義
経
記
』
で
は
、
義
経
と
弁
慶
の
主
従

物
語
に
お

い
て
、
清
水
寺
が
舞
台
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
『義
経
記
』
の
成
立

（室
町
前
期
）
よ
り
時
代
は
下
る
が
、
浄
瑠
璃

『牛
王
の
姫
』
に
お
い
て
も
、
清
水
寺
が
物
語
の

主
要
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
義
経
伝
説
の

一
部
に
清
水
寺
及
び
、
清

水
信
仰
と
の
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
義
経
伝
説
を
考
え
て

い
く
上
で
、
常
盤
と
清
水
信
仰
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
調
べ
る
必
要
を
感
じ
た
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
常
盤
と
清
水
観
音
信
仰
に
焦
点
を
当
て
、
『平
治
物
語
』
以
外
の
諸
作

品
と
も
比
較
し
、
そ
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

先
ず
、
常
盤
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
、
最
も
古

い
と
考
え
ら
れ
る

『平
治
物
語
』

の
記
事
か
ら
、
読
み
す
す
め
て
い
き
た
い
。
『平
治
物
語
』
に
お
け
る
常
盤
は
、
義
朝
死
後
、
三

人
の
子

（今
若

・
乙
若

・
牛
若
）
を
連
れ
て
、
平
清
盛
の
妾
と
な
る
所
ま
で
を
物
語

っ
て
い
る
。

『常
盤
物

こ
の
他

す
な
わ

ノk

『平
治
物
語
』
の
常
盤
の
話
に
つ
い
て
は
、
清
水
寺
周
辺
で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
を

『平
治
物
語
』

が
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
、
『平
治
物
語
』
と
は
独
立
し
た
、
清
水
観
音
の
御
利
益
を
語
る
女
性

（盲
女
か
）
の
語
り
物
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
『平
治
物
語
』
の
常
盤
の
清
水
参
り
の
場
面
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

『
平
治
物
語
』
九
条
家
旧
蔵

・
学

習
院
大

学
図
書
館
蔵
本

＊
中

「常
葉
落
ち
ら
る
る
事
」

心
の
や
る
か
た
も
な
さ
に
は
立
出
ぬ
れ
ど
、
行
く
末
は
い
づ
く
と
も
思
ひ
わ
か
ず
、
足
に
任

て
行
く
ほ
ど
に
、
と
し
ご
ろ
心
ざ
し
を
は
こ
び
け
る
じ
る
し
に
や
、
清
水
寺

へ
こ
そ
参
り
た

れ
。其

夜
は
、
観
音
の
御
前
に
通
夜
す
。
二
人
を
左
右
の
か
た
は
ら
に
伏
せ
て
、
〔衣
の
つ
ま

を
き
せ
、
〕
お
さ
な
き
を
ふ
と
こ
ろ
に
抱
き
て
、
夜
も
す
が
ら
泣
か
せ
じ
と
こ
し
ら

へ
け

る
、
心
の
中
い
ふ
は
か
り
な
し
。
所

ゝ
の
参
詣
の
貴
賎
、
一肩
を
な
ら
べ
、
膝
を
か
さ
ね
て
並

居
た
り
。
祈
誓
の
趣
、
ま
ち
ノ
ヽ
な
り
。
或
は
、
あ
り
は
て
ぬ
世
中
な
れ
共
、
過
が
た
き
身

の
あ
り
さ
ま
を
い
の
る
も
あ
り
。
或
は
、
世
に
つ
か
へ
な
が
ら
、
司
位
の
心
に
か
な
は
ぬ
事

を
い
の
る
も
あ
り
。
さ
れ
ど
も
常
葉
は
、
ョ
一人
の
子
共
が
命
、
た
す
け
さ
せ
給

へ
」
と
、

い
の
る
よ
り
外
、
又
心
に
か
け
て
申
事
な
し
。
九
の
と
し
よ
り
月
詣
を
始
て
、
十
五
に
成
し

か
ば
十
八
日
毎
に
観
音
経
三
十
三
巻
よ
み
奉
る
事
、
お
こ
た
ら
ず
。
歩
を
は
こ
ぶ
志
の
浅
か

ら
ざ
れ
ば
、
本
尊
も
い
か
で
か
あ
は
れ
と
照
さ
せ
給
は
ざ
る
べ
き
。
「大
慈
大
悲
の
本
誓
に

は
、
定
業
の
者
を
も
助
け
、
朽
ち
た
る
草
木
も
花
さ
き
、
実
な
る
と
こ
そ
承
れ
。
南
無
千
手
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千
眼
観
世
音
菩
薩
、
三
人
の
子
共
た
す
け
ま
し
ま
せ
」
と
、
終
夜
、
泣
く
ど
き
祈
り
申
せ

ば
、
観
音
も

い
か
に
憐
給
ふ
ら
ん
と
ぞ
覚
え
し
。
（中
略
）
「う
れ
し
く
は
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
此

寺
は
六
波
羅
ち
か
き
あ
た
り
な
れ
ば
、
い
か
に
も
あ
し
か
る
べ
し
。
今
は
仏
神
の
御
助
な
ら

で
は
、
又
、
た
の
も
し
き
か
た
も
候
は
ず
、
観
音
に
も
、
能

ゝ
祈
申
給

へ
よ
」
と
て
、
卯
の

時
に
清
水
寺
を
出
て
、
大
和
大
路
に
あ
ゆ
み
い
で
、
い
づ
く
を
さ
す
と
し
も
な
け
れ
共
、
南

へ
む
か
ひ
て
ぞ
歩
み
行
。
比
は
二
月
十
日
の
曙
な
れ
ば
、
余
寒
、
猶
尽
せ
ず
、
音
羽
川
の
流

も
氷
り

つ
つ
、
（中
略
）
〔伏
見
に
て
や

っ
と
宿
を
貸
し
て
く
れ
た
人
が
見

つ
か

っ
た

の

も
、
〕
偏
に
清
水
の
観
音
の
御
あ
は
れ
み
な
り
と
、
行
末
た
の
も
し
く
ぞ
思
ひ
け
る
。

＊
下

「常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
」

常
葉
、
ヨ

日
片
時
も
、
命
の
あ
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。
こ
れ
さ
な
が
ら
、
清
水
の
観
音

の
御
助
な
り
」
と
た
の
も
し
く
て
、
わ
が
身
は
観
音
経
を
よ
み
、
子
共
に
は
観
音
の
御
名
を

お
し
へ
て
唱
へ
さ
せ
け
り
。
兵
衛
佐
が
死
罪
の
事
、
池
殿
、
や
う
／
ヽ
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、

死
罪
ゆ
る
さ
れ
て
、
流
罪
に
ぞ
成
に
け
る
。
「是
直
事
に
あ
ら
ず
。
八
幡
大
菩
薩
の
御
は
か

ら
ひ
な
り
。」
と
、
信
敬
、
極
り
な
し
。

同

・
金

刀
比
羅
本

＊
下

「常
葉
落
ち
ら
る
る
事
」

（清
盛
が
三
人
の
子
供
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
）
二
月
九
日
の
夜
に
い

り
て
、
少
人
ど
も
引
具
し
て
清
水
寺

へ
ぞ
ま

い
り
け
る
。
佛
の
御
前
に
て
申
け
る
は
、
「わ

ら
は

ヽ
観
音
に
た
の
み
を
か
け
ま
い
ら
せ
、
七
歳
の
と
し
よ
り
月
ま
う
で
お
こ
た
ら
ず
。
十

三
の
と
し
よ
り
月
ご
と
に

一
部
の
法
華
経
を
こ
た
ら
ず
、
十
九
の
歳
よ
り
月
ご
と
に
三
十
三

礼
の
聖
容
を
す
り
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
観
音
の
慈
悲
利
生
ふ
か
く
お
は
し
ま
す
こ
と
を
う
け

た
ま
は
る
に
、
三
十
三
身
の
春
の
花
、
に
ほ
ふ
た
も
と
は
数
し
ら
ず
、
十
九
数
の
秋
の
月
、

も
り
こ
ぬ
宿
は
よ
も
あ
ら
じ
。
観
音
の
慈
悲
利
生
な
れ
ば
、
後
世
ま
で
と
申
と
も
、
何
に
か

な

へ
さ
え
た
ま
は
ざ
る
べ
き
。
い
か
に
い
は
ん
や
、
今
生
に
三
人
の
子
共
の
命
を
助
て
わ
ら

は
に
み
せ
さ
せ
給

へ
ご

と
通
夜
く
ど
き
申
さ
れ
け
れ
ば
、
観
音
も

い
か
に
あ
は
れ
と
お
ぼ

じ
め
し
け
む
、
…

（中
略
）
習
疋
は
六
波
羅
も
ち
か
く
あ
れ
ば
、
始
終
か
な
ふ
べ
し
と
も
お

ぼ
え
ず
。
大
和
の
か
た

へ
ゆ
き
て
人
を
た
づ
ね
て
み
む
。
」
と
て
、
常
葉
泣
々
出
け
り
。
前

途
ほ
ど
遠
き
お
も
ひ
、
大
和
な
る
宇
多
の
こ
ほ
り
に
籠
、
後
会
期
は
る
か
也
。
た
も
と
は
暁

の
故
郷
の
涙
に
し
ほ
れ

つ
ゝ
、
な
ら
は
ぬ
旅
に
あ
さ
た
ち
て
、
野
路
も
山
ぢ
も
み
え
わ
か

ず
。
比
は
二
月
十
日
な
り
。

＊
下

「常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
」

三
人
の
子
ど
も
の
命
を
た
す
け
し
は
、
清
水
寺
の
観
音
の
御
利
生
と
い
ふ
。
日
本

一
の
美
人

た
り
し
故
也
。
容
は
幸
の
花
と
は
か
や
う
の
こ
と
を
や
申
べ
き
。

同

・
古
活
字
本

＊
下

「頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た
り
常
葉
落
ち
ら
る
る
事
」

…
あ
ま
り
に
思
ひ
う
る
方
も
な
き
ま

ゝ
に
、
「年
来
た
の
み
奉
り
た
る
観
音
に
こ
そ
な
げ
き

申
さ
め
。
」
と
て
、
二
月
九
日
の
夜
に
入
て
、
三
人
の
お
さ
な
ひ
人
を
引
具
し
て
、
清
水

ヘ

こ
そ
参
り
け
れ
。
（中
略
）
た
そ
が
れ
時
に
宿
を
い
で
、
足
に
任
て
た
ど
り
ゆ
く
心
の
中
こ

そ
哀
な
れ
。
佛
前
に
参
て
も
、
二
人
の
子
供
を
わ
き
に
す

へ
、
只
さ
め
ノ゙
ヽ
と
な
き
ゐ
た

り
。
夜
も
す
が
ら
の
祈
請
に
も
、
「童
、
九

つ
の
歳
よ
り
月
詣
を
始
て
、
十
五
に
な
る
ま
で

は
、
十
八
日
ご
と
に
対
三
巻
の
普
門
品
を
よ
み
奉
り
、
其
年
よ
り
毎
月
法
華
経
三
部
、
十
九

の
と
し
よ
り
、
日
ご
と
に
此
対
三
外
の
聖
容
を
う

つ
し
奉
る
。
か
く
の
ご
と
き
志
、
大
慈
大

悲
の
御
ち
か
ひ
に
て
、
て
ら
し
し
ろ
し
め
す
な
ら
ば
、
わ
ら
は
が
事
は
と
か
く
も
、
た
ゞ
三

人
の
子
共
の
か
ひ
な
き
命
を
助
さ
せ
給

ヘ
ピ

と
く
ど
き
け
り
。
誠
に
三
十
三
身
の
春

の

花
、
に
ほ
は
ぬ
袖
も
あ
ら
じ
か
し
。
十
九
説
法
の
秋
の
月
、
照
さ
ぬ
む
ね
も
な
か
る
べ
け
れ

ば
、
さ
す
が
に
千
手
千
眼
も
、
哀
と
は
み
そ
な
は
し
給
ふ
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
（中
略
）

「
…
六
波
羅
ち
か
き
所
な
れ
ば
、
し
ば
し
も

い
か
ゞ
さ
ぶ
ら
は
む
。
ま
こ
と
に
忘
給
は
ず

は
、
佛
神
の
御
あ
は
れ
み
よ
り
ほ
か
は
、
た
の
む
方
も
侍
ら
ね
ば
、
観
音
に
能
能
祈
り
申
た

び
給

へ
ご

と
て
、
ま
だ
夜
の
中
に
出
け
れ
ば
、
（中
略
）
宇
多
郡
を
心
ざ
せ
ば
、
大
和
大
路

を
尋
つ
ゝ
南
を
さ
し
て
あ
ゆ
め
ど
も
、
な
ら
は
ぬ
旅
の
朝
立
に
、
露
と
あ
ら
そ
ふ
我
涙
、
た
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も
と
も
す
そ
も
し
ほ
れ
け
り
。

＊
下

「常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
」

（母
と
子
供
た
ち
が
命
拾

い
し
た
の
も
）
常
葉
は
、
子
ど
も
の
命
け
ふ
に
の
ぶ
る
も
、
ひ
と

へ
に
観
音
の
御
は
か
ら
ひ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
弥
信
心
を
い
た
し
て
、
普
門
品
を
よ
み
奉
り
、

子
ど
も
に
は
名
号
を
ぞ
と
な
へ
さ
せ
け
る
。

『平
治
物
語
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
代
表
的
な
も
の
を
三
本
取
り
上
げ
た
。
ま
ず

一
本
目

が
、
古
態
本
と
さ
れ
る
、
九
条
家
旧
蔵

・
学
習
院
大
学
図
書
館
蔵
本

（以
下
、
学
習
院
本
）
、
そ

し
て
二
本
目
が
金
刀
比
羅
本
、
三
本
目
は
流
布
本
の
古
活
字
本
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
本
に
つ
い
て

も
、
常
盤
が
登
場
す
る
の
は

「常
葉
落
ち
ら
る
る
事
」
と

「常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
」
の
章
段
で

あ
る
。
『平
治
物
語
』
の
常
葉
に
関
す
る
部
分
の
話
の
筋
は
、
前
半
が
、
都
落
ち
で
、
後
半
が
六

波
羅

へ
の
出
頭
と
な

っ
て
い
る
。
学
習
院
本
も
金
刀
比
羅
本
も
話
の
展
開
は
清
水
観
音
の
利
生
を

説
い
て
い
る
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
三
本
と
も
共
通
で
、
常
葉
は
幼
少
時
か
ら
、
清

水
寺

へ
の
月
参
り
を
し
、
法
華
経
の
読
誦
を
欠
か
さ
な
い
、
信
心
深
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
細
部
を
見
て
ゆ
く
と
、
違
い
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
学
習
院
本
は
、
常
葉
が
命
を
取
り
留
め
た
の
は
、
観
音
の
力
に
よ
る
も
の
と
し
て
い

る
す
ぐ
後
に
、
頼
朝
が
死
罪
か
ら
流
罪
へ
と
罪
が
軽
減
さ
れ
た
の
は
、
八
幡
大
菩
薩
の
は
か
ら
い

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
常
葉
は
清
水
観
音
に
よ
り
守
ら
れ
、
源
氏
の
大
将
と
な
る
頼

朝
に
は
、
源
氏
の
守
護
神
で
あ
る
八
幡
大
菩
薩

（石
清
水
八
幡
宮
の
祭
神
）
の
加
護
に
よ
る
と
い

う
、
対
比
構
造
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
趣
向
は
、
金
刀
比
羅
本
と
古
活
字
本
に
は
、
見
当
た
ら

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
金
刀
比
羅
本
で
は
、
三
人
の
子
供
が
命
拾
い
し
た
の
は
、
清
水
観
音
の
御

利
益
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
常
葉
の
美
貌
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
締
め
括

っ
て
い
る
。
古
活
字
本

で
は
、
子
供
た
ち
が
無
事
で
あ

っ
た
の
も
、
観
音
の
力
に
よ
る
も
の
と
し
、
常
盤
の
美
貌
に
よ
る

と
は
記
し
て
い
な
い
。

次
に
、
『義
経
記
』
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
『義
経
記
』
で
、
常
盤
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
巻
第

一

「常
盤
都
落
の
事
」
と

「牛
若
鞍
馬
入
り
の
事
」
の
二
章
段
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
清
盛
が
三
人
の
子
供
達
を
捕
え
て
殺
す
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
、
噂
を
耳
に
し
た
常
盤
が
、

大
和
の
国
の
宇
陀
郡
に
逃
げ
て
ゆ
く
所
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
、
清
盛
に
召
し
出
さ
れ
、
や
は

り
妾
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
牛
若
を
鞍
馬
寺
に
預
け
る
と
こ
ろ
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『平
治
物
語
』
で
は
、
観
音
の
利
生
に
よ

っ
て
常
葉
と
子
供
た
ち
の
命
が
助
か

っ
た
と
し
て
い

た
が
、
『義
経
記
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

『義
経
記
』
巻
第

一

「
常
盤
都
落

の
事
」

清
盛
つ
ね
に
常
盤
が
も
と
に
文
を
遣
は
さ
れ
け
れ
ど
も
、
取
り
て
だ
に
も
見
ず
。
さ
れ
ど
子

共
を
助
け
ん
が
為
に
、
終
に
従
ひ
け
り
。
さ
て
こ
そ
、
常
盤
が
子
共
を
ば
所
々
に
て
成
人
せ

さ
せ
け
り
。

子
供
達
を
成
人
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
常
盤
が
清
盛
の
命
令
に
従

っ
た
か
ら
だ
と
し
て
い

る
。
『義
経
記
』
で
は
、
清
水
寺
の
利
生
に
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
（歓
喜
寺
蔵
本
）
に
い
て
見
て
み
た
い
。
『常
盤
物
語
』
に
つ

い
て
は
、
内
容
の
異
な
る
二
種
類
の
本
が
存
在
す
る
。　
一
つ
は
反
町
茂
雄
氏
旧
蔵
の
寛
永
二
年
写

の

『常
盤
物
語
』
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
歓
喜
寺
蔵
本
の

『常
盤
物
語
』
で
あ
る
。
反
町
茂
雄
氏

旧
蔵
の
寛
永
二
年
写
の

『常
盤
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
『古
浄
瑠
璃
正
本
集

・
第

一
増
訂
版
』
に

翻
刻
さ
れ
、
古
浄
瑠
璃
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
常
盤
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
義
経

に
つ
い
て
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
、
歓
喜
寺
蔵
本
の

『常
盤

物
語
』
を
取
り
上
げ
る
。
物
語
は
平
治
元
年
十
二
月
、
源
氏
の
大
将
義
朝
が
戦
に
負
け
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。
常
盤
は
三
人
の
子
供
を
連
れ
て
、
大
和
の
方

へ
と
落
ち
て
い
く
。
途
中
、
伏
見
の

と
あ
る
庵
で
爺
と
婆
の
世
話
に
な
り
、
二
月
末
ま
で
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
そ
の
頃
、
清
盛
は
源
氏

の
減
亡
を
語
り
、
三
人
の
若
君
を
捜
し
だ
そ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
常
盤
の
母
で
あ
る

「桂
の
宰

相
」
を
捕
ま
え
る
。
母
と
子
供
を
助
け
る
為
に
、
常
盤
は
清
盛
の
妾
と
な
り
、
伏
見
の
爺
と
婆
に

礼
を
す
る
と
い
う
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
清
水
の
観
音
に
つ
い
て
は
、
三
箇
所
書
か
れ
て
い
る
。

先
ず
、
母
桂
の
宰
相
は
、
六
条
河
原
で
清
盛
の
拷
間
に
あ
う
。
桂
の
宰
相
は
、
清
盛
の
脅
迫
に
も

負
け
ず
、
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
り
、
こ
の
よ
う
に
語
る
。
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『常
盤
物
語
』
（歓
喜
寺
蔵
本
）

清
水
を
ふ
し
お
か
み
、
か
ね
て
、
た
の
み
を
か
け
し
、
大
じ
大
ひ
の
く
わ
ん
せ
お
ん
、
い
き

れ
わ
か
れ
し
、
と
き
わ
に
、
此
よ
に
て
、
き
ゑ
ん
う
す
く
と
も
、
ふ
だ
ら
く
せ
ん
に
て
、
い

ま

一
た
び
、
あ
わ
せ
て
た
ひ
給

へ
と
、
き
せ
ひ
ふ
か
く
ぞ
、
申
さ
る

ゝ

清
水
の
観
音
菩
薩
に
、
も
う

一
度
、
娘
常
盤
に
会

い
た
い
と
願

い
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の

頃
、
常
盤
は
自
分
の
身
代
わ
り
に
母
が
獄
門
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
に
い
た
。
そ
う
し

て
い
る
う
ち
に
、
伏
見
の
里
の
奥
で
、
商
人
か
ら
、
母
と
義
朝
の
行
方
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

あ
け
く
れ
は
、
御
母
う

へ
の
御
こ
と
、
よ
し
と
も
の
御
ゆ
く
ゑ
、
き
か
ま
ほ
し
く
、
お
ほ
し

め
さ
れ
、
一俣
に
ふ
し
し
づ
み
て
、
お
は
せ
し
に
、
誠
に
、
き
よ
み
づ
の
御
ひ
き
あ
わ
せ
と
、

お
ほ
し
く
て
、

通
り
が
か
り
の
商
人
が
、
母
と
義
朝
の
消
息
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
も
、
清
水
観
音
の
引
き
合
わ

せ
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
獄
門
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
母
と
再
会
す
る
場
面
で
は
、

母
も
、
と
き
わ
も
、
も
ろ
と
も
に
、
こ
れ
は
ゆ
め
か
と
、
は
か
り
に
て
、
ま
こ
と

ヽ
さ
ら

に
、
わ
き
ま

へ
す
、
あ
き
れ
て
こ
そ
は
、
お
は
じ
け
れ
、
ま
こ
と
は
、
う

つ
ゝ
な
り
け
れ

は
、
二
人
な
か
ら
、
て
を
あ
わ
せ
、
き
よ
み
つ
の
か
た
を
、
ふ
し
お
か
み
、
き
せ
ひ
の
し
る

し
、
あ
ら
た
に
て
、
大
慈
大
悲
の
御
願
か
や
、
と
が
を
た
す
く
る
御
ち
か
ひ
、
あ
ら
あ
り
か

た
の
御
こ
と
や
と
、
た
か
ひ
に
手
を
と
り
く
み
て
、
う
れ
し
な
き
の
、
な
み
た
は
、
せ
き
と

め
か
た
き
、
な
み
た
か
な

母
と
娘
の
再
会
が
叶

っ
た
の
も
、
清
水
観
音
の
お
か
げ
で
あ
る
と
、
二
人
は
感
謝
の
祈
り
を
す

る
。
『常
盤
物
語
』
（歓
喜
寺
蔵
本
）
で
は
、
『平
治
物
語
』
ほ
ど
清
水
利
生
調
と
し
て
の
性
格
が

濃
厚
で
は
な
い
も
の
の
、
清
水
観
音
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
母
桂
の
宰
相
が
、
娘
と
の

再
会
を
願
い
、
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
話
の
展
開
部
に
お
い
て
、
清
水
観
音
の
利
生
が
、
重
要
な
要

素
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
次
に
幸
若
舞
に
つ
い
て
見
て
み
る‐
。
幸
若
舞
曲
と
は
、
軍
記
物
語
と
関
係
が
深
い
芸
能

で
、
語
り
物
と
い
う
点
に
お
い
て
軍
記
物
語
と
共
通
で
あ
る
。
し
か
も
、
幸
若
舞
曲
は
、
文
字
化

さ
れ
、
読
み
物
と
し
て
、
現
在
に
伝
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
軍
記
物
語
を
読
み
解
く

上
で
の
、
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
曲
目
の
中
で
、
圧
倒
的
に
多
い
の

は
源
義
経
を
中
心
と
す
る
作
品
で
あ
る
。

常
盤
に
関
す
る
幸
若
舞
曲
と
言
え
ば
、
『伏
見
常
盤
』
、
『靡
常
盤
』
、
『常
盤
問
答
』
、
『山
中
常

盤
』
で
あ
る
。
幸
若
舞
曲

『伏
見
常
盤
』
と

『靡
常
盤
』
に
関
し
て
は
、
『平
治
物
語
』
「常
葉
六

波
羅
に
参
る
事
」
、
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
（歓
喜
寺
蔵
本
）
に
相
当
す
る
内
容
で
あ
る
。
幸
若

舞
曲

『常
盤
問
答
』
に
つ
い
て
は
、
常
盤
に
関
す
る
曲
目
で
は
あ
る
が
、
素
材
が
異
な
る
為
、
今

回
は
取
り
上
げ
な
い
。

幸
若
舞
曲

『伏
見
常
盤
』
で
は
、
平
治
の
乱
後
か
ら
、
平
家
の
目
を
逃
れ
、
大
和

へ
落
ち
て
ゆ

く
話
と
な

っ
て
い
る
。
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
同
様
、
落
ち
て
い
く
途
中
、
道
に
迷
い
、
伏
見

で
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
清
水
観
音
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『
伏
見
常
盤
』

頃
は
い
つ
ぞ
の
比
ぞ
と
よ
。
永
暦
元
年
正
月
十
七
日
の
夜
の
事
な
り
。
清
水
参
り
と
申
て
、

諸
人
数
を
知
ら
ざ
り
き
。
上
下
の
道
者
に
う
ち
紛
れ
、
清
水
に
参
り
つ
ゝ
、
左
の
格
子
に
通

夜
申
、
十
の
蓮
花
を
揉
み
合
せ
、
八
ふ
ん
の
頭
を
地
に
付
け
て
、
「抑
御
山
は
、
田
村
丸
の

御
建
立
、
大
同
二
年
に
立
ら
れ
、
山
よ
り
滝
が
落
れ
ば
、
水
上
清
き
御
寺
と
て
、
扱
こ
そ
、

額
に
も
清
水
寺
と
は
打
た
れ
た
り
。
自
ら
が
十
七
よ
り
今
ま
で
参
り
の
利
生
に
は
、
三
人
の

若
ど
も
が
行
方
、
守
り
て
賜
び
給

へ
。
南
無
大
悲
観
世
音
」
と
、
鰐
口
ち
や
う
ど
打
ち
鳴
ら

し
、
涙
に
咽
び
給

へ
ば
、
実
に
御
本
尊
も
御
納
受
や
ま
し
ノ
ヽ
け
ん
、
御
簾
も
几
帳
も
ざ

ゝ

め
ひ
て
、
坊
舎
も
揺
ぐ
か
と
思
へ
ば
、
い
と
ゞ
殊
勝
也
。
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こ
れ
は
、
常
盤
が
、
三
人
の
子
供
を
連
れ
、
清
水

へ
参
詣
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
作
品

と
異
な
る
の
は
、
「永
暦
元
年
正
月
十
七
日
」
と
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『平
治
物

語
』
諸
本
や
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
に
は
、
具
体
的
な
年
号
は
な
か

っ
た
。
ち
な
み
に
、
十
八

日
と
は
、
清
水
観
音
の
縁
日
で
あ
り
、
月
参
り
を
す
る
人
々
で
大
変
賑
わ

っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
賑
わ
い
に
紛
れ
て
、
清
水
に
詣
で
、
三
人
の
若
君
の
無
事
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
清
水
寺
の
縁
起
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
本
に
な
い
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

次
に
、
幸
若
舞
曲

『靡
常
盤
』
に
つ
い
て
は
、
『伏
見
常
盤
』
の
続
き
と
言
え
る
内
容

で
あ

な
。
こ
の

『靡
常
盤
』
で
は
、
清
水
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
石
清
水
八
幡
宮
の
加
護
に
頼

っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
初
に
、
母
で
あ
る
尼
公
が
捕
ま
り
、
清
盛
と
問
答
す
る
場
面
に
お
い
て
、
尼
公
は
以
下
の
よ

つヽ
に
五
四
る
。

と
き
わ
は
生
年
廿
八
、
孫
い
ま
若
は
七
ツ
、
つ
き
乙
若
は
五
ツ
、
す
ゑ
の
牛
若
は
二
歳
也
。

か
れ
ら
か
年
を
合
す
と
に
こ
う
か
年
の
な
か
は
な
り
。
身

つ
か
ら
い
く
程
い
き
ん
と
て
さ
か

り
の
そ
ん
し
を
う
し
な
ふ
へ
き
。
其
上
源
家
は
こ
か
ね
に
た
と

へ
て
い
と
に
朽
ち
は
は
て
し

也
。
と
き
わ
か
子
共
も
三
人
、
い
つ
れ
も
男
子
に
て
さ
ふ
ら

へ
は
、
か
れ
ら
か
中
に

一
人
運

を
ひ
ら
か
ぬ
事
あ
ら
し
。
其
上
頼
朝
は
天
下
の
御
め
に
か

ヽ
り
、
源
氏
の
し
や
う
の
さ
う
あ

り
と
、
く
ん
王
も
官
一旨
有
し
也
。
（中
略
）
源
氏
の
大
将
と
天
下
に
此
沙
汰
か
く
れ
な
し
。

も
し
さ
も
あ
ら
は
、
す
ゑ
の
世
に
の
こ
り
い
た
ら
ん
平
し
と
も
、
う
き
め
に
あ
は
ぬ
事
あ
ら

し
。
ま
し
て
源
家
の
す
ゑ
の
代
を
切
か
ら
さ
ん
と
お
ほ
す
共
、
い
す

ゝ
川
の
す
ゑ
つ
き
す
、

八
幡
山
の
月
影
の
光
り
を
や
と
す
事
な
れ
は
、
い
か
て
や
み
に
は
ま
よ
ふ
へ
き
。

尼
公
に
よ
る
と
、
常
盤
に
は
三
人
の
若
君
が
お
り
、
そ
の
中
の
誰
か
が
運
を
開
か
な
い
わ
け
が
な

い
。
ま
た
、
頼
朝
に
は
源
氏
の
将
軍
と
し
て
の
素
質
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
源
氏

に
は
、
八
幡
山
、
す
な
わ
ち
石
清
水
八
幡
宮
と
い
う
光
が
照
ら
し
て
い
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
闇

の
世
に
あ

っ
て
も
迷
う
は
ず
が
な
い
と
語

っ
て
い
る
。

ま
た
、
常
盤
が
宇
陀
か
ら
、
六
波
羅

へ
行
く
決
心
を
し
た
場
面
で
は
、

「
こ
は
い
か
に
、
浅
ま
し
や
。
わ
か
子
を
思
ふ
こ
と
く
に
、
さ
こ
そ
に
こ
う
も
身

つ
か
ら
を

不
便
と
お
ほ
し
め
さ
る
ら
ん
。
子
を
は
ま
ふ
け
て
又
み
れ
と
親
を
三
度
み
る
事
な
し
。
今
は

力
に
を
よ
は
れ
す
。
三
人
の
若
子
共
を
母
う

へ
の
御
命
に
取
か
へ
は
や
」
と
お
ほ
し
め
し
、

人
に
と
う

へ
き
事
な
ら
ね
は
、
我
身

一
ッ
に
お
も
ひ
か
へ
、
八
幡
ま
ふ
て
と
事
よ
せ
て
、
出

さ
せ
給
ひ
け
る
と
か
や
。

と
、
語

っ
て
い
る
。
常
盤
が
宇
陀
に
お
い
て
世
話
に
な

っ
た
加
藤
次
兵
衛
に
対
し
、
八
幡
詣
と
偽

っ
て
、
母
を
助
け
に
都

へ
行
く
事
に
な

っ
て
い
る
。
さ
て
宇
陀
か
ら
都

へ
上
る
道
行
に
お
い
て
、

次
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
。

は
る
か
に
み
れ
は
八
幡
山
、
い
か
て
か
八
幡
の
捨
は
は
て
さ
せ
給
は
じ
。
（中
略
）
さ
ん
ぬ

る
正
月
十
八
日
の
雪
の
日
を
、
ま
よ
ひ
く
ら
し
て
伏
見
山
、
ま
た
き
さ
ら
き
の
十
八
日
に
め

く
り
き
ぬ
。
清
水

へ
ま
ふ
て
た
く
思

へ
と
も
心
に
ま
か
せ
ぬ
事
な
れ
は
、
余
所
な
か
ら
ふ
し

お
か
み

常
盤
が
都
に
入

っ
た
の
が
、
観
音
の
縁
日
で
あ
る
十
八
日
と
な

っ
て
も
の
の
、
遠
く
か
ら
拝
む
程

度
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
清
水
八
幡
宮
に
対
し
て
は
、
自
分
た
ち
源
氏
を
お
見
捨
て

に
な
る
ま
い
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
盛
の
口
説
き
に
靡
か
ぬ
常
盤
に
対
し
て
、
清
盛

の
腹
心
の
部
下
、
盛
国
は
こ
う
諭
す
。

「か
や
う
に
御
文
の
し
け
き
事
も
若
君
様
の
御
氏
神
の
御
は
か
ら
ひ
と
こ
そ
存
候

へ
。
御
返

事
の
御
座
あ
ら
は
、
わ
か
き
み
様
も
め
て
た
く
わ
た
ら
せ
給
ふ
へ
し
。
御
け
う
く
む
あ
れ
」

と

申

さ

る

ゝ
。

こ
の
様
に
清
盛
が
、
文
を
常
盤
に
送
る
の
も
、
源
氏
の
守
護
神
で
あ
る
八
幡
宮
に
よ
る
は
か
ら
い

と
思
っ
て
下
さ
い
と
盛
国
は
説
得
を
試
み
る
。

以
上
、
『靡
常
盤
』
の
各
場
面
を
見
た
が
、
清
水
に
つ
い
て
は
、
道
行
文
に
お
い
て
触
れ
ら
れ

て
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
八
幡
神
に
つ
い
て
は
、
随
所
で
そ
の
加
護
を
強
調
す
る
形
で
登
場
す
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る
。
『靡
常
盤
』
に
お
い
て
は
、
清
水
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
八
幡
宮
に
頼

っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

次
に
、
『山
中
常
盤
』
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
『山
中
常
盤
』
で
は
、
常
盤
と
名
が
付
く
曲

日
で
あ
る
が
、
主
題
は
牛
若
の
事
で
あ
る
。
さ
て
、
冒
頭
部
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

さ
て
も
都
に
お
は
し
ま
す
母
の
常
盤
ご
ぜ
む
は
。
う
し
わ
か
ど
の
を
ゆ
き
方
し
ら
ず
う
し
な

は
せ
給
ひ
。
御
な
げ
き
は
中
ノ
ヽ
申
計
も
な
し
。
せ
め
て
お
も
ひ
の
余
に
。
や
わ
た
へ
御
参

り
あ

つ
て
。　
一
七
日
参
籠
あ
つ
て
。
若
君
の
御

い
の
り
を
申
さ
せ
給
ひ
。
其
よ
り
も
、
清
水

に
ま
い
ら
せ
給
ひ

「南
無
や
大
慈
大
悲
の
観
世
音
ね
が
は
く
は
わ
が
子
の
牛
若
丸
が
ゆ
く
ゑ

を
し
ら
せ
。
給

へ
や
。
」
と
き
せ
い
ふ
か
く
そ
申
さ
る

ゝ
。

『山
中
常
盤
』
で
は
、
常
盤
は
牛
若
の
行
方
が
分
ら
な
い
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
清
水
に
牛
若
の
所
在
を
知
り
た
い
と
願
う
。
八
幡
宮
、
清
水
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
記
さ
れ

て
は
い
る
が
、
常
盤
に
付
随
し
て
語
ら
れ
て
い
た
清
水
信
仰
話
を
取
り
上
げ
た
だ
け
と
い
う
程
度

で
、
話
の
展
開
部
に
は
、
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
書
か
れ
方
は
し
て
い
な
い
。

最

後

夕
ヽ

『平
治
物
語
』
諸
本
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
指
摘
の
よ
う
に
清
水
観
音
の
利
生
話
と

い
う
形
が

一
貫
し
て
見
ら
れ
た
。
『義
経
記
』
で
は
、
子
供
達
を
無
事
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

常
盤
の
犠
牲
に
よ
る
も
の
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『常
盤
物
語
』
で
も
、
や
は
り
、
清
水
観
音

の
利
生
の
話
が
出
て
く
る
も
の
の
、
『平
治
物
語
』
諸
本
と
の
違
い
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
ま

ず
、
【対
照
表
】
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
常
盤
が
清
水
観
音
を
参
拝
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と

と
、
参
拝
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
母
桂
の
宰
相
が
清
水
観
音
に
娘
常
盤
と
の
再
会
を
願
い
、
そ

の
願
い
に
応
じ
る
形
で
、
母
と
娘
が
再
会
し
、
清
水
観
音
に
感
謝
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『平

治
物
語
』
諸
本
で
は
、
清
水
観
音
の
加
護
の
対
象
は
、
常
盤
と
子
供
達

（今
若

・
乙
若

・
牛
若
）

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
『常
盤
物
語
』
で
は
、
そ
の
対
象
が
母
桂
の
宰
相
と
娘
常
盤

へ
と
変
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
、
清
水
寺
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
妻
の
出
産
の
無
事
を
祈
願
し

て
建
立
さ
れ
た
寺
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
安
産
を
願
う
妊
婦
や
女
性
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
そ

の
為
、
常
盤
の
親
や
子
を
思
う
物
語
と
観
音
の
利
生
話
が
結
び
付
い
て
語
ら
れ
て
も
、
聞
く
者
に

と

っ
て
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
、
常
盤
が
都
落
ち
し
て
い
く
日
付
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
、
『平
治

物
語
』
諸
本
と
田
中
本

『義
経
記
』
が
二
月
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
十
二
行
木
活
字
本

『義

経
記
』
及
び
、
幸
若
舞
曲

『伏
見
常
盤
』
、
『靡
常
盤
』
で
は
、　
一
月
と
し
て
い
る
。
『平
治
物
語
』

の
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、
義
朝
の
死
が
都
に
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
平
治
二
年
正
月
五
日
な
の

で
、
約

一
ヶ
月
も
の
間
、
常
盤
ら
母
子
が
都
で
安
全
に
過
ご
し
て
い
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
二
月
九
日
と
い
う
日
付
が
出
て
き
た
の
か
、
疑
間
が
残
る
。
な
お
、
コ
ロ

妻
鏡
』
に
は
、
こ
の
時
の
常
盤
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
木
活
字
本

『義
経
記
』
や
幸
若
舞
曲
で

は
、
正
月
十
七
日
に
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
義
朝
の
死
の
知
ら
せ
が
届
い
た

一
月
五
日
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
も
、
二
月
の
記
述
よ
り
は
、
納
得
が
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
十
八
日
は
観
音
の
縁
日

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
木
活
字
本

『義
経
記
』
や
幸
若
舞
曲
で
は
、
観
音
の
縁
日
と
結
び
付
け

て
、
常
盤
の
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今

後

の

課

題

最
初
に
述
べ
た
通
り
、
本
論
で
は
義
経
伝
説
と
清
水
と
の
関
係
を
探
る
た
め
の

一
つ
の
段
階
と

し
て
、
常
盤
の
物
語
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
作
品
群
を
見
る
限
り
で
も
、
常
盤

の
話
は
清
水
信
仰
と
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
独
自
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
行

研
究
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
清
水
周
辺
で
語
ら
れ
て
い
た
常
盤
の
話
は
、
『平
治

物
語
』

へ
取
り
入
れ
ら
れ
、
御
伽
草
子
や
幸
若
舞
曲
の
世
界
で
は
、
清
水
の
縁
起
を
語
る
な
ど
、

さ
ら
に
具
体
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
常
盤
を
語
る
上
で
清
水
が
登
場
す

る
の
は
、
常
套
句

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『山
中
常
盤
』
で

は
、
話
の
筋
に
は
関
わ
り
無
く
、
常
盤
の
紹
介
を
す
る
部
分
で
清
水
詣
で
の
事
が
触
れ
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

今
回
は
、
常
盤
に
関
す
る

一
連
の
作
品
に
つ
い
て
、
清
水
と
い
う
視
点
で
、
読
み
進
め
た
。
そ



そ

　

（り
　

他

結

末

つ 観

い窺
生

て に

日

付

常
盤
の
観
音
詣

物
語

事
柄

観
音
の
加
護
の
対
象
は

母

（常
盤
）
と
子

（今

若

・
乙
若

・
今
若
）

観
音
の
力

（八
幡
宮
を

引
き
合
い
に
出
す
）

月
詣

観
音
経

（二
月
九
日
）

あ

り

学
習
院
本

平
治
物
語

観
音
の
加
護
の
対
象
は

母

（常
盤
）
と
子

（今

若

・
乙
若

。
今
若
）

観
音
の
力
と
美
貌

法 月
華 詣
経

二
月
九
日

あ

り

金

刀

本

観
音
の
加
護
の
対
象
は

母

（常
盤
）
と
子

（今

若

・
乙
若

・
今
若
）

観
音
の
力

月
詣

普
門
品

法
華
経

二
月
九
日

あ

り

古
活
字
本

常
盤
の
犠
牲

（堅
牢
地
神
）

② 平
治
二
年
二
月
十
日

① な

し

義
経
記

田
中
本

観
音
の
加
護
の
対
象
は

母

（桂
の
宰
相
）
と
娘

（常
盤
）

観
音
の
力

具
体
的
な
表
記
な
し

な
し

（観
音
に
関
す
る

記
述
あ
り
）

常
盤
物
語

清
水
寺
の
縁
起
を
語
る

永
暦
元
年
正
月
十
七
日

あ

り

伏
見
常
盤

※
八
幡
詣
の
話

（正
月
十
八
日
）

な

し

靡
常
盤

※
清
水
詣
以
前
に
八
幡

あ

り

山
中
常
盤

八木 直子 :常盤の物語について(11)

対
照
表

の
結
果
、
『平
治
物
語
』
諸
本

・
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
は
、
常
盤
の
都
落
ち
に
際
し
て
、
清

水
観
音
の
利
生
を
説
く
話
の
展
開
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
本
活
字
本

『義
経
記
』
・
幸
若
舞
曲

は
話
の
展
開
に
清
水
利
生
話
が
影
響
し
て
は
い
も
の
の
、
場
面
設
定
が
観
音
の
縁
日
に
な

っ
て
い

る
こ
と
と
、
清
水
寺
の
縁
起
を
語

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『平
治
物
語
』
よ
り
も
、
清
水
に
つ

い
て
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分

っ
た
。

し
か
し
、
何
故
、
『義
経
記
』
が
こ
の
常
盤
の
清
水
信
仰
話
し
を
取
り
入
れ
な
か

っ
た
の
か
、

な
ど
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
な

っ
た
。
今
後
の
作
業
と
し
て
は
、
今
回
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で

き
な
か

っ
た
作
品

（御
伽
草
子

『常
盤
物
語
Ｌ

を
さ
ら
に
読
み
進
め
た
い
。

注０
　
常
盤
に
関
す
る
物
語
と
し
て
、
こ
こ
で
は

『平
治
物
語
』
二
義
経
記
』
。
御
伽
草
子

『常
盤
物
語
』
を

指
し
て
い
る
。

②
　
王ヽ
な
、
先
行
研
究
と
し
て
は
、
笠
　
栄
治
氏

「平
治
物
語
第

一
類
本
と
第
四
類
本
の
間
」
（長
崎
大
学

教
養
部
紀
要

。
一
〇
　
昭
和
四
四
。
一
三
）
日
下
　
力
氏

「初
期
平
治
物
語
の
一
考
察
」
（軍
記
と
語
り

物

・
七
　
昭
和
四
五

ｏ
四
）
鈴
木
淳

一
氏

「『平
治
物
語
』
常
盤
説
話
覚
え
書
―
―
そ
の
伝
承
の
問
題

―
―
」
翁
中
世
説
話
の
世
界
』
笠
問
書
院
　
昭
和
五
四
）
日
下
　
力
氏

『平
治
物
語
』
常
盤
諄
考

（国

文
学
研
究
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
一
九
八
三
）
山
下
宏
明
氏

「平
治
物
語
」
の
読
み
―
―
常
盤
の

物
語
を
め
ぐ
っ
て
―
―
（文
学
五
二
（四
）

一
九
八
四

・
四
）
常
盤
諄
の
読
み
―
―
山
下
宏
明
氏
の

「平

治
物
語
」
の
読
み
に
対
し
て
―
―
（文
学
五
二
貧

一
）

一
九
八
四

・
一
一
）
が
あ
る
。

０
　
幸
若
舞
に
つ
い
て
は
、
『お
伽
草
子
事
典
』
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
引

用
し
た
い
。
幸
若
舞
曲
と
は
、
「室
町
期
に
流
行
し
た
語
り
物
芸
能
の
一
種
。
中
世
の
記
録
類
に
は

「曲

舞
」
、
ま
た
は

「舞

・
舞
々
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
曲
舞
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て

流
行
し
た
白
拍
子
の
流
を
汲
む
芸
能
で
あ
り
、
『峯
相
記
』
の
文
保
二
年

（
一
三

一
八
）、
蓑
寺
大
堂
建

立
の
法
会
の
芸
能
の
中
に

「
ク
セ
舞
ヒ
」
と
あ
る
の
が
記
録
上
の
初
出
ど
さ
れ
る
。
そ
れ
以
降
十
七
世

紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
約
二
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
流
行
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
十
五
世
紀
を
境
と
し

て
、
神
仏
の
縁
起
を
語
る
も
の
か
ら
、
長
編
の
軍
語
り
へ
と
大
き
く
変
貌
す
る
。
こ
の
後
者
の
い
わ
ば

新
風
の
曲
舞
を
、
そ
の
担
い
手
の
名
を
借
り
て
、
幸
若
舞
、
ま
た
は
幸
若
舞
曲
と
呼
ぶ
。
（中
略
）
幸
若

の
舞
曲
が
人
気
を
得
た
理
由
は
、
そ
れ
ま
で
の
道
の
曲
舞
、
す
な
わ
ち
新
風
の
曲
舞
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

と
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
（中
略
）
曲
舞
が
読
み
物
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
絵

巻

ｏ
絵
本
と
し
て
も
製
本
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
、
曲
舞
が
読
み
物
と

し
て
耐
え
得
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。」
と
あ
る
。

０
　
既
に
幸
若
舞
曲
と

『義
経
記
』
に
つ
い
て
の
論
究
は
多
く
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
主
な
も
の
は
、
島

津
久
基
氏

『義
経
文
学
と
伝
説
』
貧

九
三
五
年
）、
市
古
貞
治
氏

『中
世
小
説
の
研
究
』
貧

九
五
五

年
）、
『お
伽
草
子
研
究
』
貧

九
八
八
年
）
な
ど
。
『義
経
記
』
と
幸
若
舞
曲
の
前
後
関
係
を
述
べ
る
の

は
、
い
ず
れ
も
成
立
期
が
未
詳
で
あ
る
た
め
、
困
難
で
あ
る
。



(12)

同
　
『伏
見
常
盤
』
の
内
容
は
、
平
治
の
乱
後
、
清
盛
は
常
盤
の
母
を
捕
ら
え
て
、
拷
問
さ
れ
る
が
、
そ
れ

に
も
屈
せ
ず
、
母
は
常
盤
の
行
方
に
つ
い
て
頑
な
に
口
を
閉
ざ
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃
、
大
和
国

宇
陀
に
隠
れ
て
い
た
常
盤
は
、
母
を
助
け
る
た
め
、
都

へ
上

っ
た
。
清
盛
は
、
評
判
の
美
女
常
盤
に
会

い
た
く
て
、
何
度
も
文
を
送

っ
た
。
初
め
は
、
夫
の
敵
と
警
戒
し
て
い
た
常
盤
で
あ

っ
た
が
、
母
達
に

説
得
さ
れ
、
気
持
ち
が
変
わ
る
。
二
人
の
子
供
を
清
盛
の
実
子
と
す
る
な
ど
の
条
件
を
出
し
て
、
そ
れ

ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
後
、
清
盛
に
靡
く
の
で
あ
る
。

０
　
『吾
妻
鏡
』
で
は
、
文
治
二
年

（
一
一
人
六
）
六
月
六
日
に
常
盤
と
そ
の
娘

（義
経
の
妹
）
と
が
、
捕

え
ら
れ
た
と
い
う
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
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