
7 前口上（プロローグ）

前
口
上
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
）
─
「
住
ま
い
」
を
め
ぐ
る
、
き
れ
ぎ
れ
の
断
章
─

　
　源

氏
物
語
五
十
四
帖
の
う
ち
、
そ
の
中
ほ
ど
の
「
少お
と
め女
」
の
巻
に
お
い
て
、
主
人
公
光
源
氏
は
、
平
安

京
（
ミ
ヤ
コ
）
の
中
心
に
位
置
す
る
「
内
裏
」
か
ら
見
て
東
南
の
方
角
、
六
条
の
地
に
、
賀
茂
川
の
河
原
に

面
し
て
、
広
大
な
邸
宅
を
確
保
す
る
。
そ
の
造
営
目
的
を
説
明
し
て
、「
少
女
」
の
巻
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

大お
ほ
と
の殿

（
光
源
氏
）、
静
か
な
る
御
住
ま
ひ
を
、
同
じ
く
は
広
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
て

お
ぼ
つ
か
な
き
（
離
れ
ば
な
れ
で
気
が
か
り
な
）
山や
ま

里ざ
と
び
と人

（
明
石
の
御
方
と
そ
の
娘
）
な
ど
を
も
集つ
ど
へ
住
ま

せ
ん
の
御
心
に
て
、
六
条
京
極

0

0

0

0

の
わ
た
り
に
、
中
宮
（
六
条
御
息
所
の
娘
）
の
御
旧ふ
る
き
宮
の
ほ
と
り
を
、

四よ
ま
ち町
を
占し

め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
。

ミ
ヤ
コ
で
の
光
源
氏
の
「
住
ま
い
」
と
し
て
は
、
亡
き
母
（
桐
壺
の
更
衣
）
か
ら
伝
領
し
た
、
内
裏
に
ほ

ど
近
い
「
二
条
院
」
が
、
す
で
に
あ
る
。
父
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀
帝
へ
の
代
替
わ
り
に
よ
り
、
政
治
的
に
不

利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
、
須
磨
・
明
石
へ
の
退
去
を
強
い
ら
れ
た
際
、
も
し
も
の
こ
と
を
想
定
し
て
、
そ
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り
。
丑う
し
と
ら寅

（
東
北
）
は
、
東
ひ
む
が
し

の
院
（
二
条
東
院
）
に
住
み
た

ま
ふ
対
の
御
方
（
花
散
里
）、

戌い
ぬ
ゐ亥

（
西
北
）
の
町
は
、明あ
か
し石

の
御
方
と
思
し
お
き
て
（
割

り
当
て
）さ
せ
た
ま
へ
り
。
も

と
あ
り
け
る
池
山
を
も
、
便び
ん

な
き
（
不
都
合
な
）
所
な
る
を

ば
崩
し
か
へ
て
、
水
の
お
も

む
き
、
山
の
お
き
て
を
あ
ら

た
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
御

方
々
の
御
願
ひ
の
心
ば
へ
を

造
ら
せ
た
ま
へ
り
。

春
、
夏
、
秋
、
冬
の
「
四
方
四

の
「
二
条
院
」
の
所
有
権
は
、
京
の
ミ
ヤ
コ
に
と
ど
ま
る
紫
む
ら
さ
き
の
う
え
上
に
譲
渡
さ
れ
る
。

明
石
か
ら
無
事
帰
還
し
て
後
、
光
源
氏
は
、
か
つ
て
係
わ
り
を
持
っ
た
女
た
ち
、
す
な
わ
ち
花は
な
ち
る
さ
と

散
里
や

空う
つ
せ
み蝉
、
末す
え
つ
む摘
花は
な
ら
を
迎
え
入
れ
る
た
め
、
本
邸
「
二
条
院
」
の
東
側
に
隣
接
し
て
、
新
た
に
父
桐
壺
院
か

ら
伝
領
の
「
二
条
東
院
」
を
増
改
築
す
る
。
葵
あ
お
い
の
う
え
上
の
遺
児
で
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
長
男
に
あ
た
る

夕ゆ
う
ぎ
り霧
も
、
花
散
里
を
母
親
代
わ
り
に
し
て
、
こ
の
「
二
条
東
院
」
に
居
室
を
あ
て
が
わ
れ
る
。

そ
こ
へ
新
た
に
明
石
の
地
か
ら
、
明
石
の
御
方
の
母
娘
が
上
京
し
て
き
て
、「
二
条
院
」
や
「
二
条
東

院
」
に
は
、
も
う
こ
れ
以
上
受
け
入
れ
の
余
地
が
な
い
。「
山
里
人
」
の
よ
う
に
、
ミ
ヤ
コ
の
郊
外
、
嵯
峨

野
の
大お
お
い堰
の
地
に
、
い
ま
だ
と
ど
ま
る
明
石
の
御
方
を
迎
え
入
れ
る
べ
く
、
さ
ら
な
る
広
い
ス
ペ
ー
ス
を

新
た
に
確
保
す
る
こ
と
が
、
是
非
と
も
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
「
四
町
を
占
め
て
」
と
は
、
後ご
い
ん院

（「
朱
雀
院
」
や
「
冷
泉
院
」
な
ど
の
、
退
位
し
た
上
皇
・
院

の
仙
洞
御
所
）
に
も
匹
敵
す
る
、な
ん
と
も
豪
勢
な
規
模
で
は
あ
る
ま
い
か
。
新
装
な
っ
た
そ
の
「
六
条
院
」

へ
、
や
が
て
女
た
ち
が
引
っ
越
し
て
来
る
。
そ
の
様
子
を
、「
少
女
」
の
巻
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

八
月
に
ぞ
、
六
条
院
造
り
は
て
て
渡
り
た
ま
ふ
。
未ひ
つ
じ
さ
る申

（
西
南
）
の
町
は
、
中
宮
の
御
旧ふ
る
み
や宮
な
れ
ば
、

や
が
て
（
そ
の
ま
ま
に
）
お
は
し
ま
す
べ
し
。
辰た
つ
み巳

（
東
南
）
は
、
殿
（
光
源
氏
）
の
お
は
す
べ
き
町
な図 1　六条院邸宅推定配置図
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悲
劇
VS.
喜
劇

と
こ
ろ
で
、
い
ま
不
用
意
に
、「
悲
劇
的
」
と
か
「
喜
劇
的
」
と
か
の
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、

「
悲
劇
」
と
「
喜
劇
」
の
こ
の
対
義
語
、実
は
従
来
の
日
本
語
に
は
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
英
語
で
い
え
ば

ト
ラ
ジ
デ
ィ
ー
（tragedy

）
と
、
コ
メ
デ
ィ
ー
（com

edy

）
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
翻
訳
語
と
し
て
、

明
治
以
後
に
考
案
さ
れ
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
い
わ
ば
外
来
語
で
あ
り
、
新
造
語
な
の

だ
。だ

が
そ
の
訳
語
の
選
定
は
、「
誤
訳
」
と
ま
で
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
今
か
ら
思
う
と
、
い
さ
さ
か
誤
解

を
招
く
、
不
適
切
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
悲
劇
」
と
訳
さ
れ
た
ト
ラ
ジ
デ
ィ
ー
と
、「
喜
劇
」
と
訳
さ
れ
た
コ
メ
デ
ィ
ー
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
源

を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
（tragoidia

＝
山
羊
の
歌
）
と
、コ
ー
モ
ー
デ
ィ

ア
（kom

oidia

＝
行
列
の
歌
）
に
行
き
着
く
。
な
ぜ
悲
劇
は
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
（
山
羊
の
歌
）
な
の
か
。

毎
年
秋
に
催
さ
れ
た
演
劇
祭
の
場
に
お
い
て
、
優
秀
作
に
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
が
山
羊
だ
っ
た

か
ら
と
も
、
葡
萄
酒
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ッ
ソ
ス
（
ロ
ー
マ
で
は
バ
ッ
コ
ス
と
そ
の
名
を
変
え
る
）
の
眷け
ん
ぞ
く属

が
山

羊
で
あ
り
、デ
ィ
オ
ニ
ュ
ッ
ソ
ス
自
身
も
、実
は
山
羊
の
姿
で
現
わ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
て
、そ
の
デ
ィ

季
」
に
配
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
造
作
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
が
あ
り
、
そ
こ
へ
と
引
き

移
っ
て
来
た
女
た
ち
の
、そ
れ
ぞ
れ
の
様
子
に
つ
い
て
の
記
述
が
、以
下
に
な
が
な
が
と
続
く
の
だ
が
、明

石
の
御
方
の
「
冬
の
町
」
が
池
を
欠
く
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
（
図
1
参
照
）、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
ど
こ
か
で
触
れ
る
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

当
時
は
、
邸
宅
の
呼
称
で
、
そ
の
家
あ
る
じ
を
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
主
人
公
の

光
源
氏
は
、
物
語
の
な
か
で
、「
院
」
も
し
く
は
「
六
条
院
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

場
所
の
名
で
も
あ
り
、
人
物
の
呼
称
で
も
あ
る
こ
の
「
六
条
院
」
が
、
五
十
四
帖
に
も
お
よ
ぶ
源
氏
物

語
の
長
大
な
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
な
か
に
あ
っ
て
、
マ
ラ
ソ
ン
で
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
折
り
返
し

（
＝
織
り
返
し
）
点
に
位
置
し
て
い
る
。

前
半
の
喜
劇
的

0

0

0

な
世
界
か
ら
、
後
半
の
悲
劇
的

0

0

0

な
世
界
へ
と
、
物
語
の
色
調
が
大
き
く
変
わ
る
、
ま
さ

し
く
そ
の
転
換
点
に
、
こ
の
「
六
条
院
」
の
造
営
が
位
置
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
場
所
的
特
性
が
、

以
後
の
物
語
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
経
緯
を
、
本
書
で
は
以
下
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
副
題
を
、「
源
氏
物
語
を
織
り
返
す
」
と

し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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あ
て
は
め
る
と
、わ
か
り
や
す
い
。
ホ
メ
ロ
ス
や
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
ら
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
神
話
的
、も

し
く
は
歴
史
的
な
英
雄
叙
事
詩
を
題
材
に
、
荘
重
な
文
体
で
語
ら
れ
る
の
が
「
悲
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
劇
」
で
あ
り
、
ど

こ
に
で
も
い
る
俗
人
た
ち
が
登
場
し
、
低
俗
卑
近
な
庶
民
的
言
葉
遣
い
で
セ
リ
フ
の
や
り
取
り
す
る
の
が

「
喜
コ
ー
モ
ー
デ
ィ
ア
劇
」
な
の
で
あ
る
。

「
様
式
（
文
体
）
分
化
」
か
ら
「
様
式
（
文
体
）
混
合
」
へ

ド
イ
ツ
の
文
献
学
者
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
八
九
二
～
一
九
五
七
）
は
、
そ
の
代
表
作
『
ミ

メ
ー
シ
ス
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
悲
ト
ラ
ジ
デ
ィ
ー
劇
」
と
「
喜コ
メ
デ
ィ
ー劇
」
に
お
け
る
、
こ
の
〈
題
材
〉
と
〈
文
体
〉
と

の
組
み
合
わ
せ
を
大
き
く
逸
脱
し
、
脱
臼
さ
せ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
聖
書
』
の
文
章
を
採
り
あ
げ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
演
目
で
は
、
高
尚
な
言
葉
遣
い
や
文
体
が
、
気
高
く
勇
壮
な
英
雄
た
ち
の
ふ
る
ま
い

と
つ
が
え
ら
れ
、
対
す
る
に
喜
劇
で
は
、
卑
俗
な
言
葉
遣
い
や
文
体
が
、
低
俗
で
愚
劣
な
民
衆
の
そ
れ
と

つ
が
え
ら
れ
、
そ
れ
は
、
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
、
不ふ

文ぶ
ん
の
「
約
束
事
」
と
し
て
、
明
確
な
使
い
分
け
が

さ
れ
て
い
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
そ
も
そ
も
、
戦
争
に
お
け
る
勝
者
だ
け
が
、
市
民
と
し
て
の
自
由
を
享

受
で
き
る
、
過
酷
な
奴
隷
制
社
会
で
も
あ
っ
た
。

し
か
る
に
『
聖
書
』
で
は
、
必
ず
し
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
ど
こ
ろ
か
、
古
代
ロ
ー
マ
の
圧
政
下
に

オ
ニ
ュ
ッ
ソ
ス
を
祀ま
つ
る
こ
と
か
ら
、
ア
テ
ネ
の
演
劇
祭
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
命
名
の
由
来
だ
と

さ
れ
て
い
る
。

コ
ー
モ
ー
デ
ィ
ア
（
行
列
の
歌
）
に
つ
い
て
は
、
巨
大
な
作
り
物
の
張
形
（
男
根
）
を
担
い
だ
男
た
ち
が
、

行
列
し
な
が
ら
集
団
で
歌
い
踊
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、
そ
の
流
れ
で
あ
ろ
う
か
、
ギ
リ
シ
ャ
喜
劇
の
世
界

で
は
、
俳
優
た
ち
が
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
張
形
（
も
ち
ろ
ん
作
り
物
で
あ
る
）
を
腰
に
ぶ
ら
さ
げ
て
登
場
し
、

下
卑
た
言
葉
遣
い
で
、
下
ネ
タ
の
セ
リ
フ
を
さ
か
ん
に
乱
発
し
た
。

そ
れ
に
対
し
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
（
山
羊
の
歌
）
で
は
、
す
な
わ
ち
「
悲
劇
」
で
は
と
い
う
こ
と
だ
が
、
俗

人
と
は
か
け
離
れ
た
英
雄
た
ち
（
神
々
の
末
裔
で
あ
り
な
が
ら
人
間
と
同
じ
よ
う
に
死
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
た
め
「
半

神
」
と
も
い
わ
れ
た
）
が
登
場
し
、
た
と
え
ば
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
や
カ
ッ
サ
ン
ド
ラ
ー
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス

や
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
よ
う
に
、
神
々
か
ら
与
え
ら
れ
た
過
酷
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
、
悩
み
苦
し
み
つ

つ
、
最
後
に
は
そ
の
運
命
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
死
地
へ
と
向
か
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悲
壮
な
姿
が
写
し

取
ら
れ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
よ
れ
ば
、「
悲
劇
（
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
）」
と
「
喜
劇
（
コ
ー
モ
ー
デ
ィ
ア
）」

の
違
い
は
、
い
ま
の
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
の
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
に
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
謡
曲
に
お
け
る
「
能
」
と
「
狂
言
」
の
違
い
に



15 前口上（プロローグ） 14

語
義
矛
盾
と
し
て
の
「
悲
喜
劇
」

こ
う
し
た
動
き
に
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
や
古
典
ラ
テ
ン
語
に
対
抗
し
て
あ
ら
わ
れ
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス

以
降
の
俗
語
＝
地
域
語
の
地
位
向
上
（
イ
タ
リ
ア
語
圏
や
ド
イ
ツ
語
圏
、
英
語
圏
や
フ
ラ
ン
ス
語
圏
な
ど
に
お
け
る
、

高
度
な
「
書
き
言
葉
」
の
確
立
）
と
い
う
背
景
が
と
も
な
っ
て
い
た
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
市
民
層
か
ら
、
さ
ら
に
は
労
働
者
大
衆
レ
ベ
ル
へ
の
、
そ
の
す
そ
野
の
広
が
り
（
ギ
リ
シ
ャ

語
や
ラ
テ
ン
語
で
の
読
み
書
き
能
力
の
習
得
は
容
易
で
な
い
が
、
自
分
た
ち
が
日
常
用
い
る
俗
語
＝
国
語
で
な
ら
そ
れ
は

可
能
だ
）
に
よ
り
、
階
級
闘
争
と
密
接
に
連
動
し
た
文
体
革
命
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
（
上
昇
志
向
）
を
題
材
と
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
実
践
を
通
じ
て
次
々
と
生
起
し
、「
悲
ト
ラ
ジ
デ
ィ
ー
劇
」
と
「
喜コ
メ
デ
ィ
ー劇
」
と

を
明
確
に
区
分
す
る
従
来
の
「
約
束
事
」
は
、
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
。

ど
こ
に
で
も
い
る
（
ど
こ
の
馬
の
骨
と
も
知
れ
ぬ
！
）
民
衆
（
た
だ
し
そ
こ
に
は
ま
だ
労
働
者
階
級
＝
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
現
れ
て
き
て
い
な
い
）
を
主
人
公
に
、
し
か
も
そ
の
出
身
階
層
に
ふ
さ
わ
し
く
、
卑
近
な
言
葉
遣
い

や
文
体
（
＝
俗
語
）
を
あ
え
て
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
悲
劇
的
な
題
材
を
あ
つ
か
う
、
多
分
に
折
衷
的

な
小
説
や
戯
曲
が
、
こ
う
し
て
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
、
陸
続
と
現
わ
れ
て
く
る
。
言
葉
の

生
き
た
、
ど
こ
の
馬
の
骨
と
も
知
れ
ぬ
、
と
き
に
は
奴
隷
労
働
を
も
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
名
も
な
き

民
衆
の
ふ
る
ま
い
を
、
ギ
リ
シ
ャ
語
も
し
く
は
ラ
テ
ン
語
の
高
尚
な
文
体
を
用
い
つ
つ
、
救
世
主
キ
リ
ス

ト
の
受
難
劇
と
し
て
、
悲
劇
的
な
色
調
の
も
と
に
描
き
出
す
。

ギ
リ
シ
ャ
古
典
劇
に
お
け
る
、「
悲
ト
ラ
ジ
デ
ィ
ー
劇
」
と
「
喜コ
メ
デ
ィ
ー劇
」
の
明
確
な
「
様
式
（
文
体
）
分
化
」、
す
な
わ

ち
様
式
の
使
い
分
け
に
対
し
、そ
れ
を
積
極
的
に
脱
構
築
し
て
い
く
『
聖
書
』
の
、こ
う
し
た
「
様
式
（
文

体
）
混
合
」
と
も
い
う
べ
き
、
文
体
と
題
材
と
の
ち
ぐ
は
ぐ

0

0

0

0

な
取
り
合
わ
せ
を
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
高

く
評
価
す
る
。
そ
し
て
以
後
に
展
開
す
る
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
に
、こ
の
「
様
式
（
文
体
）
分
化
」
と

「
様
式
（
文
体
）
混
合
」
と
の
対
立
葛
藤
を
見
て
、
必
ず
し
も
戯
曲
作
品
に
限
ら
れ
な
い
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
か
ら
の
流
れ
を
く
む
西
洋
の
文
章
表
現
史
を
、
丹
念
に
跡
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ラ
シ
ー
ヌ
悲
劇
や
モ
リ
エ
ー
ル
喜
劇
に
代
表
さ
れ
る
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
演
劇
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ャ
劇
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
正
統
派
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
、「
様
式
（
文
体
）
分
化
」
を
徹
底
し

て
押
し
進
め
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
バ
ロ
ッ
ク
劇
（
た
と
え
ば
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
が
そ
の
代
表
）
や
、一
八
世

紀
以
降
始
ま
る
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
運
動
は
、「
様
式
（
文
体
）
混
合
」
の
ち
ぐ
は
ぐ

0

0

0

0

な
取
り
合
わ
せ
を
積

極
的
に
取
り
込
ん
で
、
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
果
敢
に
切
り
拓
い
て
い
っ
た
。


