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弁

説

―
―
出
会

い
の
場
面
に
つ

は

じ

め

に

義
経
と
弁
慶
と
言
う
と
、
五
条
橋
の
上
で
の
対
決
場
面
が
有
名
で
あ
る
。
五
条
の
橋
の
上
で
、

大
男
の
弁
慶
が
薙
刀
を
振
り
上
げ
、
牛
若
丸
に
切
り
か
か
る
。
牛
若
丸
は
、
ひ
ら
っ
と
飛
び
、
行

っ
た
り
来
た
り
す
る
。
扇
で
手
招
き
を
し
て
は
、
弁
慶
を
翻
弄
す
る
。
鬼
の
よ
う
な
弁
慶
も
、
さ

す
が
に
牛
若
丸
に
は
か
な
わ
ぬ
と
降
参
す
る
。

こ
れ
は
、
小
学
校
唱
歌

（「牛
若
丸
し

や
絵
本

（「牛
若
丸
と
弁
慶
」
昭
和
１２
年
　
講
談
社
の

絵
本
）
で
親
し
ま
れ
て
い
る
五
条
橋
で
の
出
会
い
の
場
面
だ
が
、
『義
経
記
』
に
は
、
五
条
橋
で

の
出
会
い
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
『義
経
記
』
で
の
最
初
の
出
会
い
の
場
は
、
五
条
天
神
で
あ

る
。
ま
た
、
『平
家
物
語
』
で
は
、
出
会
い
の
場
面
に
つ
い
て

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
義
経
と
弁
慶
と
の
出
会
い
の
場
面
に
焦
点
を
あ
て
、
『義
経
記
』
と
御
伽
草

子

『弁
慶
物
語
』
、
『じ
ぞ
り
弁
慶
』
、
『橋
弁
慶
』
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
出
会
い

の
場
と
し
て
五
条
天
神
、
清
水
寺
、
五
条
橋
界
隈
が
選
ば
れ
た
作
品
が
あ
る
の
に
対
し
、
そ
う
で

は
な
い
作
品
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
会
い
の
場
と
し
て
、
北
野
天
満
宮
や
法
性
寺
が
選
ば
れ

た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
義
経
と
弁
慶
と

の
出
会

い

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
、
簡
略
に
触
れ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
『義
経
記
』
巻
三

ギ話

|

ノk

直

は
、
弁
慶
の
出
生
か
ら
、
義
経
と
主
従
の
契
約
を
結
ぶ
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
筋
は

『弁
慶
物
語
』
も
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
。
た
だ
、
『義
経
記
』
で
は
、
そ
の
後
、
義
経
に
付
き
従
い

平
泉

へ
落
ち
て
ゆ
き
、
頼
朝
の
軍
勢
に
攻
め
ら
れ
、
死
に
至
る
ま
で
の
弁
慶
を
記
し
て
い
る
の
に

対
し
、
『弁
慶
物
語
』
で
は
そ
こ
ま
で
は
物
語

っ
て
い
な
い
。

『じ
ぞ
り
弁
慶
』
は
弁
慶
の
出
生
か
ら
五
条
橋
で
の
出
会
い
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
『橋

弁
慶
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
五
条
橋
で
の
対
決
を
中
心
に
、
主
従
の
契
約
を
結
ぶ
ま
で
が
描
か

れ
て
い
る
。

①

『義
経
記
』
の
場
合

そ
れ
で
は
、
先
ず

『義
経
記
』
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
書
写
山
で
ひ
と
波
乱
起
こ
し
て

き
た
弁
慶
は
、
都
で
太
刀
千
振
り
を
得
た
い
と
願
い
、
通
行
人
か
ら
太
刀
を
強
奪
し
て
い
た
。

六
月
十
七
日
、
弁
慶
五
条
の
天
神
に
参
り
、
夜
と
と
も
に
祈
念
し
け
る
は
、
「今
夜
の
御
利

生
に
、
弁
慶
に
よ
か
ら
ん
太
刀
与
え
給

へ
」
と
祈
誓
し
て
、
夜
更
く
れ
ば
、
天
神
の
御
前
に

出
で
て
、
南

へ
向

い
て
行
き
け
れ
ば
、
人
の
家
の
築
地
の
際
に
件
み
て
、
天
神

へ
参
り
の
人

の
中
に
、
よ
き
太
刀
持
ち
た
る
人
を
ぞ
待
ち
か
け
た
る
。

九
百
九
十
九
振
の
太
刀
を
奪
い
取

っ
た
弁
慶
は
、
六
月
十
七
日
、
千
本
目
に
立
派
な
太
刀
を
得

る
た
め
、
五
条
天
神
に
祈
願
し
に
行
く
。
そ
こ
で
、
義
経
と
出
会

い
、
第

一
回
目
の
対
戦
と
な

る
。
し
か
し
、
義
経
の
戦
法
に
翻
弄
さ
れ
、
決
着
が
つ
か
な
か

っ
た
。
あ
き
ら
め
の
つ
か
な
い
弁

慶
は
、
何
と
し
て
も
義
経
の
黄
金
作
り
の
太
刀
を
奪
い
た
い
と
思
う
。

明
く
れ
ば
六
月
十
八
日
な
り
。
清
水
の
観
音
に
は
、
上
下
参
籠
す
る
所
な
れ
ば
、
弁
慶
何
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と
も
あ
れ
、
作
夕
の
男
は
今
宵
清
水
に
ぞ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
参
り
て
見
ば
や
と
思
ひ
て
ぞ
参

り
け
る
。

あ
か
ら
さ
ま
に
清
水
の
総
門
に
件
み
て
、
待
て
ど
も
待
て
ど
も
見
え
給
は
ず
。
今
宵
も
か

く
て
帰
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
何
時
も
の
癖
な
れ
ば
、
御
曹
司
夜
更
け
て
、
清
水
の
坂
の

辺
り
に
ま
た
例
の
笛
こ
そ
聞

」ゝえ
け
れ
。

こ
う
し
て
、
第
二
回
目
の
対
戦
は
、
清
水
の
坂

（五
条
坂
）
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
義
経
は

弁
慶
を
さ
ら
り
と
交
わ
し
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
清
水
寺
で
の
通
夜

へ
向
か
っ
た
義
経
に
弁
慶

は
つ
い
て
行
く
。
そ
し
て
、
第
三
回
目
の
対
決
が
、
参
詣
に
や
っ
て
き
た
人
々
の
前
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
。

二
人
は
や
が
て
舞
台

へ
ひ
ら
と
下
り
合
う
て
ぞ
戦
ひ
給
ふ
。
始
め
は
人
も
怖
ぢ
て
寄
ら
ざ
り

け
る
が
、
後
に
は
面
白
さ
に
行
道
を
す
る
様
に
、
つ
い
て
め
ぐ
り
て
こ
れ
を
見
る
。

清
水
の
舞
台
で
の
対
決
に
よ
り
、
弁
慶
が
降
参
し
、
義
経
と
主
従
の
契
約
を
交
わ
す
こ
と
に
な

る
。
以
上
が
、
『義
経
記
』
の
主
従
契
約
に
至
る
ま
で
の
対
決
場
面
で
あ
る
。
第

一
回
目
が
五
条

天
神
、
二
回
目
が
清
水
の
坂
、
三
回
目
は
清
水
の
舞
台
で
あ

っ
た
。

『義
経
記
』
で
は
、
巻
二
巻
末
の

「義
経
鬼

一
法
眼
が
所

へ
御
出
で
の
事
」
で
は
、
義
経
は
、

鬼

一
法
眼
が
差
向
け
た
湛
海
を
五
条
天
神
で
討
つ
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
巻
三
巻
頭
の

「熊
野
の

別
当
乱
行
の
事
」
で
は
、
弁
慶
の
母
の
五
条
天
神

へ
の
参
詣
が
物
語
の
発
端
と
な

っ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
、
「弁
慶
義
経
に
君
臣
の
契
約
を
申
す
事
」
の
章
段
に
お
い
て
は
、
弁
慶
の
五
条

天
神

へ
の
祈
念
が
義
経
と
の
出
会
い
の
き

っ
か
け
と
な

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
物
語
の
主
要
な
舞

台
に
五
条
天
神
が
選
ば
れ
て
い
る
。

『義
経
記
』
と
五
条
天
神
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
角
川
源
義
氏
に
よ
つ
て
、　
一
条
堀
川
に

住
ん
で
い
た
陰
陽
師
ら
と

『義
経
記
』
の
語
り
と
の
関
連
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。鬼

一
法
眼
は

一
条
堀
川
に
住
む
陰
陽
師
法
師

（古
本
に
は
園
城
寺
法
師
）
で
文
武
二
道
の
達

者
だ

っ
た
と
い
う
。　
一
条
堀
川
に
は
安
倍
晴
明
の
橋
占
い
で
有
名
な
戻
り
橋
が
あ
る
。
陰
陽

道
の
大
家
安
倍
晴
明
は
、
妻
が
職
神

（陰
陽
道
で
呪
証
な
ど
に
使
う
人
形
）
の
顔
を
恐
れ
た

の
で
、
戻
り
橋
の
下
に
こ
れ
を
か
く
し
お
い
て
使

っ
た
。
吉
凶
の
橋
占
い
を
問
わ
れ
る
と
、

そ
の
職
神
は
人
の
口
に
移

っ
て
善
悪
を
示
し
た

（『源
平
盛
衰
記
し
。
戻
り
橋
の
近
く
に
晴

明
社
が
あ
り
、
こ
の
付
近
に
陰
陽
師
、
声
聞
師
、
散
所
な
ど
の
集
団
も
あ

っ
て
、
鬼

一
法
眼

諄
も
こ
の
集
団
の
伝
承
す
る
も
の
だ

っ
た
ろ
う
。
頼
光
の
四
天
王
の
ひ
と
り
渡
辺
綱
が
、
こ

の
戻
り
橋
で
鬼
女
の
手
を
斬

っ
た
話
に
も
安
倍
晴
明
が
登
場
し
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
集
団

の
伝
承
で
あ

っ
た
。
鬼

一
法
眼
も
集
団
の
住
人
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
陰
陽
師
で
あ

っ
た
の
は

興
味
深
い
。
（中
略
）
陰
陽
師
、
声
聞
師
、
散
所
な
ど
は
、
常
に
雑
居
し
て
い
た
ら
し
く
、

よ
く
混
同
さ
れ
た
文
献
が
早
く
か
ら
あ
る
。
（中
略
）
鬼

一
法
眼
が
住
ん
だ
と
い
う

一
条
堀

川
の
陰
陽
師
、
声
聞
師
な
ど
も
、
上
御
霊
の
傍
ら
に
住
む
北
畠
の
声
聞
師
や
、
禁
中
に
近
か

っ
た
ゆ
え
に

「御
近
所
の
声
聞
師
」
と
い
わ
れ
た
桜
町
の
声
聞
師
と
と
も
に
、
義
経
物
語
に

参
与
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（中
略
）
五
条
天
神
に
は

一
条
堀
川
に
住
む
陰
陽
師

鬼

一
法
眼
の
徒
党
が
奉
仕
し
、
そ
の
呪
力
に
よ
っ
て
疫
病
を
撃
退
し
て
い
た
。
「鬼

一
」
の

名
も
鬼
の
名
に
よ

っ
て
鬼
の
子
孫
を
称
し
、
陰
陽
師
や
声
聞
師
な
ど
、
山
の
宗
教
家
に
そ
れ

が
多

い
の
も

一
つ
の
特
徴
で
あ

っ
た
。
「鬼

こ

の

「
い
ち
」
は
神
を

い
つ
く
者
を
意
味

し
、
神
に
奉
仕
し
た
呪
術
者
の
身
分
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「○
○
い
ち
」
と
称
す
る
者

に
、
語
り
物
を
語

っ
た
琵
琶
法
師
が
多

い
の
も
、
神
に
仕
え
た
下
賤
な
芸
能
家
に
よ

っ
て
、

語
り
物
が
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う‐
。

つ
ま
り
、　
一
条
堀
川
に
在
住
し
て
い
た
語
り
の
集
団
が
五
条
天
神
に
奉
仕
し
て
い
た
。
そ
の
語

り
の
集
団
は
、
義
経
伝
承
に
も
関
与
し
て
い
た
と
い
う
事
を
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
五
条
天

神
に
奉
仕
し
て
い
た
例
の
語
り
の
集
団
が

『義
経
記
』
の

一
部
を
語

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
角
川
氏
は

「語
り
手
」
と
そ
の
語
り
が
行
わ
れ
た

「場
所
」
と
い
う
点
に

着
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
語
り
の
対
象
と
な

っ
た
人
々
、

つ
ま
り
、
「聞
き
手
」
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

②

『弁
慶
物
語
』
の
場
合

以
上
、
『義
経
記
』
に
お
け
る
出
会
い
の
場
面
に
つ
い
て
、
見
て
き
た
。
次
に
、
ゝ
」
れ
ま
で
見
て

き
た

『義
経
記
』
巻
三
の
内
容
に
相
当
す
る

『弁
慶
物
語
』
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

『弁
慶
物
語
』
を
理
解
す
る
に
あ
た

つ
て
、
諸
本
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
少

し
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
（表
１
）
諸
本
に
つ
い
て
は
、
様
々
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本

系
の
本
文
が
比
較
的
異
同
が
少
な
い
の
に
対
し
、
写
本
系
の
諸
本
で
は
異
同
が
多
い
と
言
わ
れ
て
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表
１
　
弁
慶
物
語
』
の
主
な
諸
本

写
本
　
『武
蔵
坊
弁
慶
物
語
絵
巻
』
穂
久
迩
文
庫
蔵

（『未
刊
国
文
資
料
　
未
刊
御
伽
草
子
集
と
研
究
二
し

『弁
慶
物
語
』
　

　

一只
都
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
（京
大
本
。京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
１４
）

東
大
本

岩
瀬
文
庫
本

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵

（慶
應
本
。
『古
典
資
料
研
究
』
５
）

元
和
七
年
写
本

（元
和
本
。
『室
町
時
代
物
語
大
成
』
１２
）

天
理
図
書
館
蔵
本

（天
理
本
。
「山
辺
道
」
２８
）

『武
蔵
坊
絵
縁
起
』

チ
ェ
ス
タ
ー
ビ
ー
テ
ィ
ー
図
書
館
蔵

（Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
。
大
系
本
の
底
本
。
）

刊
本
　
古
活
字
本
　
　
　
　
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵

（『室
町
時
代
物
語
大
成
』
１２
）

古
活
字
別
本
　
　
　
（『島
根
大
学
文
理
学
部
紀
要
』
１０
、
Ｈ
）

い
る
。

弁
慶
に
関
す
る
独
立
し
た
作
品
の
中
で
、
現
存
す
る
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
『武

蔵
坊
弁
慶
物
語
絵
巻
』
で
あ
る
。
特
徴
は
、
本
文
が
他
の
諸
本
と
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
藤
井
隆
氏
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
中
期
を
下
ら
ぬ
書
写
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
内
容
に

つ
い
て
は
、
弁
慶
の
出
生
を
描
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
巻
頭
部
分
が
残

っ
て
い
な
い
。
現
存

部
分
に
つ
い
て
、
『義
経
記
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
前
掲
書
の
藤
井
氏
が
、
「本
書
が
義
経
記
の

影
響
を
受
け
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
同
じ
題
材
を
扱

っ
た

作
品
と
は
言
え
、
異
な

っ
た
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『義
経
記
』
に
は
記
さ
れ
て

い
な
い
、
太
刀

・
具
足
調
達
や
、
渡
辺
館
で
財
を
乞
う
事
、
渡
辺
館
で
賊
徒
を
退
治
す
る
事
の
三

話
を
載
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
『義
経
記
』
で

一
章
段
に
わ
た

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
書
写
山
に
つ

い
て
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
出
会
い
の
場
面
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

さ
る
ほ
ど
に
べ
ん
け
い
は
、
ほ
つ
こ
く
に
お
も
む
か
ば
や
と
思
ひ
つ
ヽ
、
ま
づ
み
や
こ
へ
ぞ

の
ぼ
り
け
る
。
も
と
よ
り
い
さ
か
い
し
ゆ
行
の
事
な
れ
ば
、
い
か
な
る
お
こ
の
物
に
も
い
で

あ
は
ゞ
や
と
お
も
ひ
け
る
に
、
そ
の
こ
ろ
五
で
う
の
は
し
の
ほ
と
り
に
て
夜
ご
と
に
つ
じ
ぎ

り
を
す
る
も
の
あ
り
と
ふ
う
ぶ
ん
す
。
（中
略
）
む
さ
し
ぼ
う
べ
ん
け
い
は
、
五
で
う
の
は

し
に
て
し
う
ハ
ヽ
の
御
け
い
や
く
申
せ
し
…

と
し
て
、
北
国
へ
の
修
行
の
旅
を
や
め
て
、
五
条
橋
で
の
出
会

い
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

『義
経
記
』
が
多
く
の
紙
面
を
費
や
し
て
描

い
た
、
都
落
ち
以
後
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
あ
ら
筋

を
語
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
写
本
系
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
異
な
っ
た
話
の
展
開
と
な
っ
て
い
る

『弁
慶

物
語
』
の
記
述
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、
『武
蔵
坊
絵
縁
起
』
と
呼
ば
れ
る
伝
本
か
ら
読
ん
で
い
き

た
い
。
表
２
の

【諸
作
品
対
照
表
】
の

『弁
慶
物
語
』
の
欄
に
つ
い
て
は

『新
日
本
古
典
文
学
大

系
』
を
基
に
作
成
し
た
。
『新
大
系
』
の
底
本
は
、
チ
ェ
ス
タ
ー
ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
蔵

（Ｃ
Ｂ
Ｌ
）

本
で
あ
る
。
で
は
、
本
文
を
見
て
み
た
い
。

場
面
①頃

は
六
月
十
五
日
の
夜
の
事
な
る
に
、
洛
中
を
こ
ゝ
か
し
こ
と
伺
ひ
見
れ
ど
も
、
さ
る
べ
き

物
も
な
か
り
け
り
。
や
う
ノ
ヽ
歩
み
行
く
ほ
ど
に
、
北
野
の
御
前
に
参
り
け
り
。

（弁
慶
、
坂
本
へ
行
く
。）

場
面
②頃

は
七
月
十
四
日
の
夜
、
弁
慶
い
つ
も
の
装
東
に
て
、
長
刀
杖
に
突
き
て
、
法
性
寺
の
方
へ

行
き
け
る
に
、
そ
の
音
気
高
き
笛
ぞ
聞
こ
え
け
る
。

場
面
③又

、
八
月
十
七
日
の
夜
、
清
水
へ
件
の
男
や
参
ら
ん
と
思
ひ
、
清
水
指
し
て
参
り
け
り
。

場
面
④…

「げ
に
、
お
も
し
ろ
し
御
坊
。
在
所
は
い
づ
く
。」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「五
条
河
原
こ
そ
、

広
ハ
ヽ
と
し
て
よ
し
。」
と
言
ふ
。

場
面
⑤清

水
を
下
向
し
て
、
五
条
の
橋
の
真
中
を
勝
負
境
に
定
め
た
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
書
写
山
再
建
の
た
め
、
財
を
募
ろ
う
と
考
え
た
弁
慶
は
、　
一
先
ず
都
に
上
る
。

そ
し
て
、
義
経
と
出
会
い
、
主
従
契
約
を
交
わ
す
事
に
な
る
。

場
面
①
に
よ
る
と
、
六
月
十
五
日
の
夜
、
北
野
天
神
で
義
経
に
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
兵

法
に
長
け
て
い
る
義
経
は
、
八
尺
も
あ
る
築
地
を
飛
び
越
え
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
場
面
②
、

七
月
十
四
日
夜
の
、
法
性
寺
で
は
対
戦
で
き
ず
に
、
義
経
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
。
次
に
、
八

月
十
七
日
の
夜
に
は
清
水
寺
へ
と
向
か
う

（場
面
③
）。
や
っ
と
、
義
経
を
引
き
止
め
る
事
が
で
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き
た
弁
慶
は
、
対
決
の
場
所
と
し
て
、
五
条
河
原
を
指
定
す
る

（場
面
④
）
。
そ
し
て
、
い
よ
い

よ
五
条
橋
で
決
着
を

つ
け
る
こ
と
に
な
る

（場
面
⑤
）
。
こ
の

『弁
慶
物
語
』
で
は
、
四
回
出
会

う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
出
会
い
の
場
と
し
て
、
他
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
法
性
寺
が

登
場
す
る
。
ま
た
、
『義
経
記
』
と
同
様
に
、
日
付
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
他
の
作
品
は
ど
の
様
に
描
い
て
い
る
の
か
、
も
う
少
し
見
て
み
た
い
と
思
う
。

『じ
ぞ
り
弁
慶
』

歳
頃
十
六
七
の
小
冠
者
、
五
条
の
橋
に
た

ゝ
ず
み
て
行
き
来
の
人
を
悩
ま
す

『橋
弁
慶
』

都
五
条
が
橋
に
を
ひ
て
千
人
斬
り
の
あ
る
由
を
、
弁
慶
つ
ぶ
さ
に
承
り
て

『じ
ぞ
り
弁
慶
』
、
『橋
弁
慶
』
に
お

い
て
は
、
義
経
と
の
出
会

い
は
、
五
条
橋
と
な

っ
て
い

Ｚ

Ｏ

。

二
、
北
野
天
満
宮
、
法
性
寺
に
関
す
る

一
考
察

以
上
、
諸
作
品
に
お
け
る
、
出
会
い
の
場
所
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
表
２
の

【諸
作
品
対
照

表
】
か
ら
も
出
会
い
の
場
を
五
条
橋
と
す
る

〈
五
条
橋
説
話
〉
を
扱
っ
て
い
る
作
品
が
多
く
見
受

表
２
　
諸
作
品
対
照
表

け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
『義
経
記
』
で
は
、
五
条
橋
で
の
出
会
い
は

一
切
語

っ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
清
水

で
の
対
決
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
岡
見
正
雄
氏
は
、

「
五
条
の
橋
で
の
合
戦
、
橋
弁
慶
謂
も
そ
れ
が
清
水

へ
の
参
詣
道
で
あ

っ
た
の
で
、
弁
慶
と

御
曹
司
が
清
水
の
観
音
で
合
戦
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
義
経
記
の
形
は
古
い
原
型
で
あ

っ

た
の
で
は
な
い
か
。」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『看
聞
御
記
』
永
享
九
年

（
一
四
三
七
）
年
七
月
十
九
日
条
に

は
、
内
裏
の
孟
蘭
盆
会
の
御
灯
籠
を
拝
見
し
た
事
が
記
さ
れ
、
「清
水
風
情
、
牛
若
弁
慶
切
り
合

い
の
風
情
な
り
、
殊
勝
の

一
段
目
を
驚
か
す
」
と
あ
り
、
清
水
で
の
対
決
場
面
を
描
い
た
灯
籠
が

評
判
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
永
享
九
年
前
後
に
は
、
『義
経
記
』
の
語
る
清
水
で

の
対
決
話
が

一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
『義
経
記
』
巻
第
三

「弁
慶
義
経
に
君
臣
の
契
約
を
申
す
事
」
で
は
、
二
回
目
の
出
会

い
の
時
と
し
て
、
六
月
十
八
日
の
清
水
観
音
の
縁
日
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弁
慶
が
清
水

寺
の
観
音
の
縁
起
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
観
音
と
申
す
は
、
坂
上
田
村
丸
建
立
し
奉
り
し
御
仏
な
り
。
『我
三
十
三
遍
に
身
を
変

じ
て
衆
生
の
願
ひ
を
満
て
ず
は
、
祗
園
精
舎
の
雲
に
交
は
り
、
永
く
正
覚
を
取
ら
じ
』
と
誓

※
古
活
字
別
本

「法
性
寺
」
。
元
和
本

「法
勝
寺
」
。
東
大
本
、
天
理
本

「お
ん
じ
や
う
し

（園
城
寺
と
。

出
会

っ
た
日

出
会

っ
た
場
所

対
戦
の
回
数

義
経
と
弁
慶
の
出
会
い
の
き

っ

か
け

作

　

品

事

　
柄

六
月
十
七
日

（五
条
天
神
）

六
月
十
八
日

（清
水
観
音
）

五
条
天
神

清
水
の
坂

清
水
観
音
堂

三

回
弁
慶
が
太
刀
千
振
を
得
た
い
と
願

い
、
九
百
九
十
九
振
得
た
後
、
義

経
に
出
会
う
。

義
　
経
　
記

五
条
橋

一
回

牛
若
丸
が
辻
き
り
を
し
て
お
り
、

弁
慶
が
こ
れ
を
討
と
う
と
す
る
。

武
蔵
坊
弁
慶
物
語
絵
巻

六
月
十
五
日

七
月
十
四
日

八
月
十
七
日

北
野
神
社

法
性
寺
※

五
条
橋

三

回
弁
慶
が
書
写
山
再
建
の
釘
代
と
す

る
。
後
は
、
『義
経
記
』
と
同
じ
。

弁
慶
物
語

（Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
）

五
条
橋

回

出
雲
の
わ
に
ぶ
ち
山
で
修
行
中
に
、

都
で
人
々
を
悩
ま
す
冠
者
が
い
る
と

聞
き
、
退
治
す
る
た
め
都
に
上
る
ｃ

じ
ぞ
り
弁
慶

五
条
橋

一
回

牛
若
丸
が
千
人
斬
り
を
企
て
、
九

百
九
十
九
人
を
斬

っ
た
時
、
弁
慶

と
出
会
う
。

橋
　
弁
　
慶
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ひ
、
『川
原
を
越
え
て
我
が
地
に
入
ら
ん
者
を
ば
、
福
徳
を
授
け
ん
』
と
誓
ひ
給
ふ
御
仏
な

り
。
さ
れ
ど
も
弁
慶
は
福
徳
を
も
欲
し
か
ら
ず
、
た
だ
こ
の
男
の
持
ち
た
る
太
刀
を
弁
慶
に

取
ら
せ
て
賜
べ
」
と
祈
誓
し
て
門
の
前
に
ぞ
待
ち
か
け
た
な
。

弁
慶
の
言
葉
を
借
り
て
、
語
り
手
が
わ
ざ
わ
ざ
清
水
寺
の
縁
起
を
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ＺＯ
。清

水
寺
と

〈
義
経
と
弁
慶
の
主
従
物
語
〉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ

っ
て
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
岡
見
正
雄
氏
は
、

「清
水
寺
は
今
で
こ
そ
観
光
の
お
寺
さ
ん
で
あ
る
が
、
室
町
び
と
、
こ
の
義
経
記
が
成
立
し

た
時
代
の
人
々
に
と

っ
て
、
庶
民
に
と

っ
て
は
、
清
水
の
観
音
は
東
京
で
い
え
ば
浅
草
の
観

音
様
で
あ

っ
た
。
（中
略
）
殊
に
室
町
時
代
に
は
観
音
の
縁
日
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
六
月

十
八
日
の
夜
に
、
大
の
男
の
弁
慶
が
参
り
の
人
の
環
視
の
中
で
、
引
い
つ
進
ん
づ
遊
ぶ
よ
う

に
戦

っ
て
主
従
の
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
の
は
美
し
い
絵
様
、
室
町
ご
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
…
」

室
町
時
代
の
庶
民
に
と

つ
て
、
如
何
に
清
水
寺
の
観
音
信
仰
が
身
近
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
説
い

て
お
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
ア
フ
マ
ド

・
Ｍ

・
フ
ア
ト
ヒ
氏
は
、
縁
日
と
語
り
と
の
関
係
に
つ
い
て
着
目
さ
れ
て

い
る
。「清

水
寺
縁
起
や
縁
日
の
と
き
の
庶
民
の
参
詣
状
況
な
ど
が
あ
れ
ほ
ど
詳
細
に
語
ら
れ
る
の

は
、
当
時
非
常
に
清
水
寺
が
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
て
、
清
水
寺
の
観
音
が
民
間
信
仰
に
お

い
て
大
き
な
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
義
経
と
弁
慶
と
の
再
会
及
び
主
従
関

係
成
立
の
舞
台
と
し
て
清
水
寺
が
選
ば
れ
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
当
時
の
民
間
信
仰
や
語
り

の
状
況
な
ど
か
ら
見
て
、
五
条
天
神
社
と
同
様
、
必
然
的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」

語
り
手
は
、
あ
る
時
は
、
弁
慶
の
言
葉
を
通
し
て
清
水
寺
の
縁
起
を
語
り
、
大
勢
の
人
が
集
ま
る

縁
日
に
こ
の
主
従
物
語
を
語

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
縁
日
と
語
り
は

一
体
の
も
の
で
あ

っ
た
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
事
か
ら
、
室
町
時
代
の
庶
民
の
生
活
に
密
着
し
て
い
た
清
水
寺
の
観
音
信
仰
の
形
跡
を

窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
縁
日
に
お
い
て
、
義
経
と
弁
慶
と
の
主
従
契
約
の
物
語
が
語
ら

れ
て
い
た
と
考
え
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
地
理
の
面
か
ら
見
て
も
、
清
水
寺
へ
の
参
詣
道
に
あ

た
る
、
清
水
坂

（五
条
坂
Ｙ

五
条
橋

・
五
条
天
神
が
主
従
契
約
に
至
る
対
決
の
場
所
と
し
て
物

語
に
登
場
し
て
く
る
の
も
自
然
の
流
の
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
地
理
の
面
か
ら
見
て
不
自
然
な
北
野
天
神
と
法
性
寺
は
な
ぜ
対
決
の
舞
台
と
な

っ
た
の
か
疑
間
に
思
わ
れ
る
。
表
２
の

【諸
作
品
対
照
表
】
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『弁
慶
物

語
』
（Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
）
で
は
、
対
決

の
場
と
し
て
、
北
野
天
神

・
法
性
寺

・
五
条
橋
と
な

っ
て
い

る
。
ま
た
、
『弁
慶
物
語
』
の
写
本
の

一
つ
で
あ
る

「慶
應
本
」
に
お
い
て
は
、
北
野
天
神
と
五

条
橋
で
対
決
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

『弁
慶
物
語
』
（Ｃ
Ｌ
Ｂ
本
）
で
は
、
六
月
十
五
日
の
夜
、
北
野
天
神
で
戦
う
事
に
な

っ
て
い

る
。
義
経
が

「小
鷹
の
法
」
や
八
尺
の
築
地
を
飛
び
越
え
る
と
い
う
離
れ
技
を
披
露
す
る
。
ま
る

で
、
義
経
の
武
術
を
身
せ
つ
け
、
超
人
的
な
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
印
象
付
け
る
場
面
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
『義
経
記
』
で
は
、
弁
慶
に
よ

っ
て
清
水
寺
縁
起
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
に
対

し
、
『弁
慶
物
語
』
「
元
和
本
」
で
は
、
弁
慶
が
北
野
天
満
宮
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語

っ
て
い

Ｚω
。

当
社
権
現
は
、
殊
更
諸
社
に
こ
え
て
、
慈
悲
深
重
に
御
座
、
因
位
に
、
ざ
ん
げ
ん
を
、
う
ら

み
給
ひ
て
、
偽
を
純
す
の
天
神
と
、
名
を
ゑ
た
ま

へ
り
　
然
る
に
、
弁
慶
は
、
親
も
い
ろ
わ

す
、
師
も
お
し

へ
ず
、
み
づ
か
ら
発
心
の
出
家
也
、
流
転
三
界
の
文
を
唱
て
、
わ
れ
と
髪
を

そ
り
、
衣
を
そ
め
て
、
心
を
そ
め
ず
、
さ
て
悪
行
を
い
た
す
時
は
、
又
衣
鉢
を
け
が
す
、
ま

ん
じ
ん
也
是
み
な
い
つ
わ
り
に
な
り
ゆ
く
間
、
い
ま
し
め
ん
が
た
め
に
、
男
の
姿
と
へ
ん
じ

て
、
ま
し
ノ
ヽ
け
る
、
ご
ざ
ん
な
れ
、
あ
わ
れ
和
光
垂
辺
の
御
じ
ひ
ほ
ど
、
あ
り
が
た
き
事

は
、
よ
も
あ
ら
じ
と
て
、
社
旦
に
ち
か
づ
き
奉
る

こ
の
よ
う
に
、
『弁
慶
物
語
』
「元
和
本
」
に
お
い
て
は
、
北
野
天
満
宮
縁
起
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
や
古
活
字
本
に
は
な
い
部
分
で
あ
る
。
『弁
慶
物
語
』
と
北
野
天
満

宮
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
重
要
に
な

っ
て
く
る
箇
所
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
北
野
天
神
に
つ
い
て
、
簡
略
に
述
べ
る
と
、
京
都
市
上
京
区
の
北
野
天
満
宮
の
こ
と

で
、
北
野
天
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
天
暦
元
年

（九
四
七
）
年
に
北
野
の
地
に
創
建
さ
れ
、
菅

原
道
真
を
祀
っ
て
い
る
。
建
武
三
年
の
足
利
尊
氏
の
勝
利
祈
願
を
き

っ
か
け
に
、
歴
代
将
軍
の
庇

護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
に
、
最
盛
期
を
迎
え
る
。　
一
方
、
室
町
期
以

来
、
庶
民
の
参
詣
で
に
ぎ
わ

っ
て
い
た
北
野
天
神
界
隈
は
、
猿
楽
や
曲
舞
の
興
行
の
場
と
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
天
神
信
仰
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
〈
弁
慶
の
物
語
〉
が
す
で
に
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形
成
し
つ
つ
あ

っ
た
室
町
中
期
ご
ろ
に
は
、
『北
野
天
神
根
本
縁
起
絵
巻
』
等
に
よ

っ
て
、
天
神

は
十

一
面
観
音
の
垂
辺
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
、
学
問
の

神
と
し
て
祀
る

一
方
で
道
真
を
観
音
と
同

一
視
し
、
諸
芸
の
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
法
性
寺
に
つ
い
て
は
京
都
市
東
山
区

の
九
条
河
原
、
鴨
川
の
東
岸
に
あ

っ
た
寺

で
、
延

長
三
年

（九

二
五
）
、
藤
原
忠
平
に
よ

っ
て
創
建

さ
れ
、
開
山
は
天
台
座
主
法
性
房
尊
意

に
よ

る
。
そ
の
本
尊
は
、
千
手
観
音
で
あ

っ
た
と

い
う
。

こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
北
野
天
神
、
法
性
寺
、

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
観
音
信
仰
と
の
関
わ
り
が

見
え

て
き
た
。

結

び

今
回
は
、
義
経
と
弁
慶
と
の
出
会
い
の
場
面
に
つ
い
て
、
諸
作
品
の
本
文
を
取
り
上
げ

つ
つ
、

見
て
き
た
。
特
に
、
今
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
北
野
天
満
宮
や
法
性
寺
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
た
。

し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
単
純
に
中
世
で
の
観
音
信
仰
の
隆
盛
が

『弁
慶
物
語
』
に
反
映
し

た
と
言
う
に
は
、
あ
ま
り
に
資
料
が
少
な
く
、
結
論
付
け
る
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
出
会
い

に
至
る
ま
で
の
動
機
に
つ
い
て
な
ど
今
回
扱

い
き
れ
な
か

っ
た
問
題
は
多
く
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
テ
キ
ス
ト
を
さ
ら
に
詳
細
に
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
同
時
代
に
成
立
し
た
他
の
作
品
、
資
料
等
に
お
け
る
北
野
天
満
宮
や
法
性
寺
に
関
す
る

記
事
や
中
世
の
人
々
に
と

っ
て
の
観
音
信
仰
や
天
神
信
仰
に
つ
い
て
の
記
事
に
つ
い
て
も
幅
広
く

見
る
と
い
う
こ
と
な
ど
多
く
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

今
後
の
作
業
と
し
て
は
、
『義
経
記
』
や
御
伽
草
子
類

（『弁
慶
物
語
』
二
じ
ぞ
り
弁
慶
』
二
橋

弁
慶
Ｌ

と
と
も
に
、
今
回
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
同
時
代
の
芸
能
で
あ
る
謡
曲
や

幸
若
舞
曲

（『未
来
記
』
二
笛
之
巻
∵

『鳥
帽
子
折
』
で
は
、
五
条
橋
や
清
水
で
の
御
曹
司
と
の

出
会
い
を
採

っ
て
い
る
。
）
と
も
比
較
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

義
経
記

（田
中
本
）
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
二
〇
〇
〇
　
小
学
館

角
川
源
義

「『義
経
記
』
の
成
立
」
角
川
源
義
全
集
　
一
九
八
三
　
角
川
書
店

藤
井
　
隆
　
未
刊
御
伽
草
子
集
と
研
究
　
一
九
五
七
　
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会

『義
経
記
』
と

『弁
慶
物
語
』
に
つ
い
て

多
く
の
絵
巻
や
物
語
に
通
じ
て
い
た
後
崇
光
院
貞
成
親
王
の
日
記

『看
聞
御
記
』
の
永
享
六
年

（
一

四
三
四
）
十

一
月
六
日
条
に

「武
蔵
坊
弁
慶
物
語
二
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
〈
弁
慶
の
物

語
〉
は
室
町
時
代
前
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
室
町
前
期

（十
四
世
紀
）
ご
ろ
に

出
来
上
が
っ
て
い
た

〈
弁
慶
の
物
語
〉
を

『義
経
記
』
『弁
慶
物
語
』
が
別
々
に
取
り
入
れ
て
成
立
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
研
究
で
は
、
『弁
慶
物
語
』
は

『義
経
記
』
巻
三
の
影
響
下
に
成
立

し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

０
と
同
掲
書
。

弁
慶
物
語

（Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
）
『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
室
町
物
語
集
下
　
一
九
九
二
　
山石
波
書
店

同
と
同
掲
書
。

じ
ぞ
り
弁
慶

（奈
良
絵
本
）
『室
町
時
代
物
語
大
成
』
巻
六
　
一
九
七
九
　
角
川
書
店

橋
弁
慶

（奈
良
絵
本
）
『室
町
時
代
物
語
大
成
』
巻
十
　
一
九
八
三
　
角
川
書
店

岡
見
正
雄

『義
経
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
　
一
九
五
九
　
円石
波
書
店

看
聞
御
記

『続
群
書
類
従

・
補
遺
』

一
九
三
〇
　
続
群
書
類
従
完
成
会

田
と
同
掲
書
。

ｍ
と
同
掲
書
。

ア
フ
マ
ド

・
Ｍ

・
フ
ァ
ト
ヒ

『義
経
記
』
と

『
ベ
ー
バ
ル
ス
王
伝
説
』―
―
英
雄
に
対
す
る
神
の
庇
護

と
主
従
関
係
の
成
立
―
―
『中
京
国
文
学
』
第

一
一
号
　
一
九
九

一

固
　
弁
慶
物
語

（慶
應
本
）
『古
典
資
料
研
究
』
第
五
号
　
一
一〇
〇
二
　
古
典
資
料
研
究
会

的
　
弁
慶
物
語

（元
和
本
）
『室
町
時
代
物
語
大
成
』
巻
十
二
　
一
九
八
四
　
角
川
書
店

田
　
大
島
建
彦

二
園
田
　
稔

・
圭
室
文
雄

・
山
本
節
編

『
日
本
の
神
仏
の
辞
典
』
二
〇
〇

一　
大
修
館
書

店
田
　
岡
と
同
掲
書
。
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