
　

こ
の
と
き
老
母
が
弁
慶
に「
ま
こ
と
継
信
の
母
に
て
わ
た
り
候
は
ば
、

定
め
て

0

0

0

判
官
殿
の
御
内
の
人
を
ば
、
知
ろ
し
召
さ
れ
ぬ
事
は
候
ま
じ

0

0

0

0

0

。
そ

な
た
よ
り
名
を
指
い
て
承
り
候
べ
し
」と
試
さ
れ
、
か
つ
、
促
さ
れ
て
い

る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
勧
進
帳
所
望
の
反
転
で
あ
る
。
老
母
は
見
事

に
、
増
尾
十
郎
権
守
兼
房
、
鷲
尾
十
郎
、
弁
慶
と
言
い
当
て
る
。
さ
ら
に

は
、鶴
若
も
、「
ま
こ
と
継
信
が
子
な
ら
ば
、主
君
判
官
と
思
し
き
者
を
選

つ
て
出
し
候
へ
」と
促
さ
れ
、
こ
れ
ま
た「
い
か
に
包
ま
せ
給
ふ
と
も
、
人

に
か
は
れ
る
御
粧
ひ
、
疑
ひ
も
な
き
わ
が
君
よ
」と
過
た
な
い
。
追
わ
れ

る
一
行
も
、
待
つ
老
母
も
、
ま
さ
し
く
相
手
は
予
期
し
た
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
老
母
と
鶴
若
は
、
弁
慶
に
よ
る
継
信
最
期
物
語
を
聴
聞
し
、
あ
っ
ぱ

れ
継
信
は
、
八
島
の
合
戦
で
主
君
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
相
果
て
、
忠
信

は
た
だ
ち
に
兄
の
仇
を
討
っ
た
こ
と
が
、
目
の
当
た
り
に
再
現
さ
れ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
と
老
母
は
い
う
。「
御
身
代
わ
り
に
立
ち
ま
ゐ
ら
す
る

こ
と
、
今
世
後
世
の
面
目
な
り
、
さ
り
な
が
ら
」、
も
し「
命
長
ら
え
御
供

申
し
、御
笈
を
も
肩
に
か
け
、こ
の
座
敷
に
あ
る
な
ら
ば
、十
二
人
の
山
伏

の
十
三
人
も
連
な
り
て
、
唯
今
見
る
と
思
は
ば
、
い
か
が
は
嬉
し
か
る
べ

き
」と
。
山
伏
は
も
う
一
人
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
繰
り
返
さ
れ
た

「
十
二
人
の
作
り
山
伏
」と
は
、
十
三
人
な
ら
ぬ
十
二
人
で
あ
り
、
継
信
の

不
在
と
裏
腹
で
あ
っ
た
こ
と
を
、こ
こ
に
知
る
。

　

上
演
記
録
の
初
出
は
、『
安
宅
』が
寛
正
六
年（
一
四
六
四
）、『
摂
待
』

は
同
五
年（
一
四
六
五
）と
さ
れ
、
成
立
の
前
後
関
係
は
分
か
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
両
曲
に
お
い
て
、「
十
二
人
の
作
り
山
伏
」と
い
う
趣
向

は
背
中
あ
わ
せ
で
あ
り
、
主
従
の
危
機
を
描
く『
安
宅
』の
劇
的
緊
迫
感

と
、
親
子
の
逆
縁
を
描
く『
摂
待
』の
静
か
な
緊
張
感
が
、
対
を
な
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
安
宅
〉に
お
け
る
立
衆
と
地
謡

西
村
　
聡

金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
教
授

　

 

地「
方
々
は
何
故
に
、方
々
は
何
故
に
、か
ほ
ど
い
や
し
き
強
力
に
、

太
刀
刀
抜
き
給
ふ
は
目
だ
れ
顔
の
振
舞
か
、臆
病
の
至
り
か
と
、

十
一
人
の
山
伏
は
、
打
刀
抜
き
か
け
て
、
勇
み
か
ゝ
れ
る
有
様

は
、い
か
な
る
天
魔
鬼
神
も
恐
れ
つ
べ
う
ぞ
見
え
た
る

　
　

 

（
引
用
は
金
剛
流
現
行
謡
本
に
よ
る
）

　

弁
慶
は
打
擲
す
る
前
の
よ
う
な
制
止
の
言
葉
を
も
は
や
発
し
て
い

な
い
。
勇
む
山
伏
が
十
一
人（
強
力
に
変
装
し
た
義
経
を
除
く
）い
る

と
い
う
こ
と
は
、
弁
慶
も
含
め
て
数
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
立
衆

で
は
な
く
地
謡
が
謡
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
す
が
の
弁
慶

も
万
策
尽
き
て
、
こ
こ
に
至
り
強
行
論
に
与く
み

し
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
弁
慶
は
打
ち
刀
を
抜
き
か
け
る
立
衆
を
杖
と
背
中
で
制
し
て
、

太
刀
刀
を
抜
く
の
は
卑
怯
、
臆
病
と
い
い
、
富
樫
に
対
抗
し
な
が
ら
、

立
衆
に
も
打
ち
刀
を
抜
か
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
右
の
地
謡
は
な
お
も

弁
慶
の
統
制
下
に
集
団
が
乱
れ
ず
威
圧
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

そ
の
威
勢
に
は
い
か
な
る
天
魔
鬼
神
も
恐
れ
る
に
違
い
な
い
。
富

樫
に
も
観
客
に
も
そ
う
見
え
た
は
ず
で
あ
る
と
、
地
謡
は
語
り
手
の
視

点
で
評
価
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
地
謡
が
仕
事
を
す
る
の
は
、

　
　

A
地「
よ
ろ
〳
〵
と
し
て
歩
み
給
ふ
御
有
様
ぞ
傷イ
タ

は
し
き

　
　

B
地「
唵オ
ン

阿ア

毘ビ

羅ラ

吽ウ
ン

欠ケ
ン

と
珠ジ
ュ

数ズ

さ
ら
〳
〵
と
押
し
揉
め
ば

　
　

C
ワ
キ「
関
の
、
人
々
肝
を
消
し　
地「
恐
れ
を
な
し
て
通
し
け
り

　
　
　

恐
れ
を
な
し
て
通
し
け
り

　

都
落
ち
す
る
義
経
主
従
は
十
二
人
の
作
り
山
伏
と
な
っ
た
。
主
君

の
義
経（
子
方
）と
先
達
の
弁
慶（
シ
テ
）以
外
に
、
伊
勢
の
三
郎
は
じ

め
十
人
が
山
伏
姿
で
随
行
す
る（
金
剛
流
で
は
通
常
六
人
で
、
そ
の

「
十
人
」を
表
現
す
る
）。
そ
の
よ
う
に
ツ
レ
が
大
勢
、
立
衆
と
し
て
舞

台
に
出
る
こ
と
が
、
観
客
の
目
に
ま
ず
強
い
印
象
を
与
え
る
。
十
二

人
し
か
い
な
い
心
細
さ
よ
り
、
舞
台
を
狭
く
見
せ
る
立
衆
の
数
と
、
主

従
が
心
一
つ
に
声
を
合
わ
せ
る
謡
の
音
量
と
が
、
流
離
の
旅
路
を
う

た
い
な
が
ら
、圧
倒
的
な
存
在
感
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

安
宅
の
関
を
前
に
し
て
主
従
が
隊
列
を
解
き
、
休
息
す
る
段
に
な

る
と
、
合
唱
で
は
な
く
会
話
の
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
交
互
に
発
し
て

ゆ
く
。
そ
の
時
、
立
衆
の
一
人
が
、
弁
慶
に
意
見
を
求
め
ら
れ
て
、
力

ず
く
で
関
を
破
ろ
う
と
提
案
す
る
。
意
見
を
述
べ
た
の
は
立
衆
の
一

人
に
過
ぎ
な
い
が
、
別
の
意
見
を
持
つ
一
人
が
立
衆
の
中
に
い
る
と

も
思
え
な
い
。
は
や
る
気
持
ち
か
ら
す
る
強
行
論
は
、
皆
に
聞
け
ば

立
衆
の
総
意
と
な
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
先
々
の
困
難
を
増
や
す

浅
慮
と
い
え
る
。
立
衆
は
あ
く
ま
で
衆
と
し
て
あ
り
、
弁
慶
を
超
え

ら
れ
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

　

そ
の
弁
慶
は
最
後
ま
で
強
行
論
に
傾
か
な
い
。
弁
慶
の
思
案
に
よ

り
強ご
う
り
き力
に
変
装
し
た
義
経
が
怪
し
ま
れ
、
弁
慶
が
散
々
に
打
ち
ょ
う
ち
ゃ
く
擲
し
て
も

富
樫
に
通
じ
な
い
最
大
の
危
機
は
、
一
見
、
立
衆
の
打
ち
刀
を
抜
き
か

け
、詰
め
寄
る
威
勢
が
富
樫
を
押
し
切
り
、打
開
し
た
か
に
見
え
る
。



の
三
カ
所
の［
哥
］
に
限
ら
れ
、
そ
の
少
な
さ
が
会
話
を
主
と
す
る
劇

へ
の
志
向
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
、
A
の
例
は
、
そ
の
前
の［
掛
ケ

合
］に
、

　
　
立
衆「
強
力
に
は
よ
も
目
を
か
け
じ
と
、
御
篠ス
ズ
カ
ケ懸
を
脱
ぎ
替
へ
て
、

　
　

麻
の
衣
を
御
身
に
纏マ
ト

ひ
、

と
あ
る
立
衆（
及
び
弁
慶
）か
ら
す
る
義
経
へ
の
敬
意（
傍
線
部
）と
ほ

と
ん
ど
重
な
る
。
ま
た
、
B
の
例
も
、
弁
慶
と
立
衆
が
交
互
に
謡
う
勤

行
の
最
後
に
、［
哥
］
と
な
っ
て
地
謡
が
加
勢
す
る
形
で
あ
る
。
そ
の

前
半
は
祈
祷
の
文
句
、「
と
」を
受
け
る
後
半
が
地
の
文
に
相
当
す
る

が
、勧
進
帳
読
み
上
げ
の
段
で
も
、

　
　

…
帰
命
施
主
、敬
つ
て
白モ
オ

す
と
天
も
、響
け
と
読
み
上
げ
た
り

と
、
弁
慶
自
身
が
地
の
文（
傍
線
部
）ま
で
謡
い
切
り
、
続
く
C
の
例
も

地
の
文
に
見
え
は
し
て
も
、
前
半
を
富
樫
が
謡
う（
元
頼
本
・
車
屋
本

等
の
古
写
本
で
は
後
半
も
ワ
キ
が
謡
う
）。
そ
の
内
容
―
―
自
分
た

ち
が
勧
進
帳
の
読
み
上
げ
に
恐
れ
を
な
し
た
と
は
、
弁
慶
に
聞
か
せ

た
く
な
い
言
葉
で
あ
り
、
弁
慶
も
ま
た「
も
と
よ
り
勧
進
帳
は
あ
ら
ば

こ
そ
」（
あ
る
は
ず
も
な
い
意
）と
は
、
心
中
の
つ
ぶ
や
き
に
と
ど
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
地
謡
の
説
明
に
任
せ
る
よ

り
も
、
当
人
が
口
に
す
る
こ
と
で
、
観
客
へ
の
伝
わ
り
方
は
さ
ら
に
直

接
的
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
安
宅
〉の
詞
章
は
会
話
の
緊
迫
感
を
追
求
し
つ
つ
、

時
に
物
語
の
視
点
を
交
え
て
変
化
に
富
む
。
そ
し
て
、
一
進
一
退
の

攻
防
は
主
従
と
富
樫
の
間
だ
け
で
な
く
、
立
方（
登
場
人
物
）と
地
謡

の
間
に
も
認
め
ら
れ
る
。
右
に
掲
げ
た
諸
例
は
、
主
体
の
未
分
化
な

過
渡
的
表
現
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
所
作
に
頼
ら
な
い
、
行
き

届
い
た
劇
の
言
葉
の
実
現
が
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

場
面
は
安
宅
の
関
か
ら
離
れ
た
と
あ
る
山
陰
に
移
り
、
危
険
を
逃

れ
た
主
従
の
中
心
に
は
義
経
が
戻
っ
て
、
平
時
の
会
話
を
主
君
に
ふ

さ
わ
し
く
先
導
す
る
。
大
方
は
あ
ふ
れ
出
る
義
経
の
述
懐
で
あ
り
、

と
り
わ
け［
下
ゲ
哥
］と［
ク
セ
］は
、地
謡
が
義
経
の
言
葉
を
代
弁
し
、

長
々
と
同
調
す
る
。
居
並
ぶ
弁
慶
・
立
衆
は
、
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う

な
泣
き
顔
を
、互
い
に
見
合
わ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

そ
こ
へ
富
樫
が
酒
を
持
参
し
、
面
会
を
申
し
出
る
と
、
弁
慶
一
人
が

立
ち
上
が
っ
て
、
最
後
の
危
機
を
引
き
受
け
る
。
義
経
が
再
び
強
力

の
姿
や
位
置
に
戻
る
か
ど
う
か
に
は
言
及
が
な
く
、
酒
の
力
で
心
を

取
ろ
う
と
す
る
富
樫
の
計
略（
の
恐
れ
）に
対
し
て
は
、
立
衆
も
杯
を

受
け
て
酔
わ
ず
に
い
る
ぐ
ら
い
し
か
、
弁
慶
を
支
え
る
す
べ
を
持
た

な
い
。
立
ち
上
が
れ
な
い（
歌
舞
の
で
き
な
い
）立
衆
に
代
わ
っ
て
地

謡
が
、
今
度
は
孤
独
な
弁
慶
に
寄
り
添
う
こ
と
に
な
る
。
主
従
へ
の

指
示
、
富
樫
と
の
応
対
、
舞
に
伴
う
歌
謡
の
一
節
、
…
と
弁
慶
が
い
く

つ
も
の
顔
を
使
い
分
け
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
つ
ど
言
葉
を
補
い
続
け

る
地
謡
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
天
の
加
護
を
声
で

聞
い
た
と
、後
刻
思
い
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。




