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〈
朝
長
〉は
、
修
羅
能
の
形
式
が
踏
ま
え
ら
れ
て
は

い
る
が
、
本
説
を『
平
家
物
語
』で
は
な
く『
平
治
物

語
』と
し
、
平
治
の
乱
に
お
け
る
敗
者
た
ち
の
様
子

を
描
く
、
重
苦
し
く
暗
い
能
と
な
っ
て
い
る
。
観
世

元
雅
作
が
現
代
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

源
朝
長
は
、
平
治
元（1159

）年
十
二
月
二
十
八
日

夜
、
美
濃
の
国
青
墓
の
宿
で
最
期
を
遂
げ
る
。
弱
冠

十
六
歳
で
あ
っ
た
。
舞
台
は
翌
年
の
春
の
あ
る
日
、

ま
ず
こ
の
せ
い
ぜ
い
死
後
三
か
月
後
と
い
う
設
定
は

重
要
で
あ
ろ
う
。
負
け
戦
に
よ
り
、
源
氏
方
は
諸
国

に
影
を
潜
め
、
平
家
に
よ
る
支
配
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

世
阿
弥
の
修
羅
能
は
、
本
説
紹
介
の
物
語
を
効
果

的
に
見
せ
る
た
め
に
、
甲
冑
姿
の
亡
霊
を
登
場
さ
せ
、

懺
悔
語
り
や
修
羅
道
の
戦
い
を
見
せ
る
が
、
最
終
的

に
は
成
仏
で
き
る
構
図
で
作
ら
れ
て
い
る
。
更
な
る

供
養
を
願
っ
て
姿
を
消
す〈
実
盛
〉で
さ
え
も
、
供
養

を
依
頼
す
る
た
め
に
シ
テ
が
選
ん
だ
の
は
、
称
名
を

唱
え
る
所
に
は
紫
雲
が
棚
引
く
よ
う
な
説
法
を
す
る

遊
行
上
人
で
あ
る
。
こ
の
人
の
法
力
な
ら
大
丈
夫
だ

と
い
う
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
世
阿
弥
の
作
品
は
、

基
本
的
に
は
祝
言
で
終
曲
と
な
る
。「
当
世
何
事
モ

祝
言
ヲ
以
本
ト
ス
ル
」
（『
五
音
曲
条
々
』）
と
い
う
考
え

方
が
諸
曲
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方〈
朝
長
〉で
は
、
ワ
キ
は
清
涼
寺
に
居
た
と
は

い
え
、
徳
の
高
い
本
職
の
僧
侶
で
は
な
い
。
別
れ
て

十
余
年
、
か
つ
て
傅
で
あ
っ
た
者
、
つ
ま
り
は
育
て

の
親
が
墓
所
を
訪
ね
る（
下
掛
り
系
は
乳
母
子
と
す
る
）
。

平
家
方
の
眼
を
盗
ん
で
密
か
に
訪
れ
て
い
る
と
い
う

設
定
に
も
、
悲
哀
感
が
漂
う
。
最
期
を
看
取
っ
て
供

養
を
続
け
る
青
墓
の
長
者（
前
シ
テ
）
と
い
い
、
ひ
っ

そ
り
と
生
き
て
い
る
庶
民
の
悲
し
み
を
描
く
能
で
あ

る
。
朝
長
の
亡
霊（
後
シ
テ
）
は
法
華
懺
法
に
引
か
れ
、

供
養
に
感
謝
し
て
出
現
す
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る

の
は
、
長
兄
義
平
の
処
刑
、
弟
頼
朝
の
捕
縛
、
父
義

朝
の
家
人
に
よ
る
謀
殺
、
そ
し
て
最
期
の
一
夜
の
宿

を
貸
し
た
だ
け
の
縁
で
、
手
厚
く
弔
っ
て
く
れ
る
女

主
人
へ
の
謝
意
で
あ
る
。
裏
切
り
も
あ
っ
て
迎
え
た

一
族
の
悲
劇
的
な
結
末
と
、
人
の
情
け
の
有
り
難
さ

と
い
う
内
容
か
ら
見
て
、
源
平
合
戦
の
華
々
し
い
本

説
紹
介
の
物
語
が
、
そ
の
ま
ま
懺
悔
語
り
と
な
っ
て

い
る
世
阿
弥
の
修
羅
能
と
は
、
作
能
の
目
的
が
異
な

っ
て
い
る
。
描
き
た
い
の
は
人
間
の
背
負
う
運
命
の

非
情
さ
と
、
人
生
に
お
い
て
出
会
う
人
と
人
と
の
絆

で
あ
ろ
う
か
。
長
者
の
弔
い
に
よ
っ
て
、朝
長
の「
魂
」

だ
け
は
善
所
に
赴
い
て
い
る
。

　

今
暫
く「
魄
」は
修
羅
道
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
が
、
そ
の
苦
患
を
演
じ
て
み
せ
る［
中
ノ

リ
地
］で
演
じ
ら
れ
る
の
は
、
膝
口
を
馬
の
腹
ご
と

射
貫
か
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
退
却
し
た
後
の
切
腹
で

あ
る
。
華
々
し
い
戦
語
り
と
は
程
多
い
。
中
有
に
迷

う
こ
と
も
な
く
修
羅
道
に
直
行
、
亡
骸
は
そ
の
場
所

に
葬
ら
れ
た
。「
亡
き
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」と
合
掌

し
て
終
わ
る
が
、
は
た
し
て
傅
だ
っ
た
男
の
力
で
、

朝
長
の
魄
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
阿
弥
の

能
と
違
っ
て
、
祝
言
的
雰
囲
気
で
終
曲
と
は
な
っ
て

は
い
な
い
。
同
じ
十
六
歳
の
主
人
公〈
敦
盛
〉と
の
、

決
定
的
な
違
い
で
あ
る
。

　

こ
の
後
朝
長
の
亡
霊
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、
青

墓
の
長
者
は
こ
の
地
で
供
養
し
続
け
る
の
だ
ろ
う

か
、
傅
は
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
が
気
に

な
る
終
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に

考
え
が
至
っ
た
と
き
、
次
の
こ
と
が
思
い
浮
か
ん
だ
。

〈
隅
田
川
〉と〈
朝
長
〉は
似
て
い
る
。

　

〈
隅
田
川
〉で
は
、①
母
が
我
が
子
の
行
方
を
尋
ね
、

隅
田
川
の
ほ
と
り
に
や
っ
て
く
る
。
②
渡
し
船
の
中

で
船
頭
か
ら
、
我
が
子
の
一
年
前
の
死
の
情
報
を
聞

く
。
③
我
が
子
を
弔
う
大
念
仏
の
場
で
、
子
供
の
亡

霊
が
登
場
す
る
。
④
夜
明
け
と
共
に
亡
霊
は
姿
を
消

し
、
終
曲
。
一
方〈
朝
長
〉で
は
、
①
傅
が
朝
長
最
期

の
場
所
、
青
墓
を
訪
ね
る
。
②
墓
所
で
長
者
か
ら
、

朝
長
最
期
の
様
子
を
聞
く
。
③
傅
の
法
華
懺
法
の
場

に
、
朝
長
の
亡
霊
が
登
場
、
感
慨
を
語
る
。
④
修
羅

の
苦
患
か
ら
は
脱
す
る
こ
と
な
く
、
供
養
を
願
っ
て
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終
曲
。
配
役
を
無
視
し
て
役
割
だ
け
を
当
て
は
め

る
と
、〈
隅
田
川
〉
と〈
朝
長
〉
で
、
船
頭（
ワ
キ
）
と
青

墓
の
長
者（
前
シ
テ
）
、
母（
シ
テ
）
と
旅
僧（
ワ
キ
）
、
子

供
の
亡
霊（
子
方
）
と
朝
長
の
亡
霊（
後
シ
テ
）
が
対
応
す

る
。
あ
る
場
所
を
訪
れ
た
者
が
、
土
地
の
者
か
ら
大

切
な
人
の
最
期
の
様
子
を
聞
き
、
供
養
す
る
場
に
そ

の
人
の
亡
霊
が
現
れ
る
。
特
に
②
は
、
本
人
で
は
な

く
死
に
直
接
関
わ
っ
た
人
か
ら
衝
撃
的
な
情
報
を
与

え
ら
れ
る
。
ま
だ
幼
い
、
ま
だ
若
い
人
の
死
、
し
か

も
そ
れ
は
遠
い
昔
で
は
な
い
。
③
の
大
念
仏
や
法
華

懺
法
と
い
う
宗
教
的
儀
式
の
場
に
、
死
者
の
霊
が
出

現
す
る
。
物
狂
能
と
修
羅
能
と
い
う
分
類
概
念
を
越

え
た
共
通
性
が
看
取
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
点
が
④
で
あ
る
。『
申
楽
談
儀
』

に
お
け
る〈
隅
田
川
〉の
子
方
論
議
で
、
元
雅
は
子
方

を
出
さ
な
け
れ
ば
出
来
な
い
と
主
張
し
た
。
黒
頭
の

幽
霊
姿
で
登
場
す
る
方
法
が
、
元
雅
時
代
行
わ
れ
て

い
た
か
否
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、「
面
影
も
幻
も
、

見
え
つ
隠
れ
つ
す
る
程
に
」（
８［
哥
］）
と
描
写
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
あ
り
し
日
の
可
愛
い
我
が
子
の
面
差

し
と
、
幻
に
見
え
る
現
在
の
姿
が
交
錯
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
姿
を
見
せ
た
の
は
地
獄
で
苦
し
む
子
供

の
幽
霊
で
あ
る
。
こ
の
出
現
の
仕
方
は
残
酷
で
あ
る
。

し
か
も
手
に
触
れ
る
こ
と
も
出
来
ず
、
夜
明
け
と
共

に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
に
子
方
を
出
す

こ
と
で
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
現
在
の
状
況
、
子
供

は
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
母

に
、
そ
し
て
観
客
に
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
こ
の
母
親
は
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

元
雅
は
、
子
供
の
亡
霊
と
の
対
面
、
そ
れ
を
大
念

仏
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
奇
跡
で
あ
り
、
大
念

仏
に
参
加
し
た
人
々
全
て
に
起
き
た
共
同
幻
想
と
し

て
捉
え
、
夢
で
は
な
い
出
来
事
と
し
て
作
り
上
げ
た
。

そ
し
て
夜
が
明
け
て
能
は
終
わ
る
。
こ
の
後
母
が
ど

う
生
き
て
い
く
の
か
、
子
供
は
成
仏
出
来
る
の
か
、

明
確
な
答
え
は
お
ろ
か
、
暗
示
と
か
雰
囲
気
さ
え
も

与
え
て
は
い
な
い
。
出
会
え
た
こ
と
で
、
行
方
捜
し

の
旅
に
は
終
止
符
が
打
た
れ
、
母
の
人
生
の
一
頁
が

め
く
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
事
実
を
受
け

止
め
て
、
明
る
く
前
向
き
に
生
き
て
い
く
と
い
う
解

決
法
も
あ
る
。
し
た
た
か
な
女
性
像
と
し
て
面
白
い

が
、
ち
ょ
っ
と
ク
ー
ル
過
ぎ
る
選
択
か
も
し
れ
な
い
。

本
当
の
狂
人
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り

得
る
。
信
仰
に
生
き
る
こ
と
を
予
想
す
る
の
が
一
般

的
で
あ
ろ
う
か
。
塚
の
あ
る
地
に
留
ま
り
、
菩
提
を

弔
っ
て
余
生
を
過
ご
す
。
あ
る
い
は
形
見
の
品
を
抱

い
て
遙
々
帰
っ
て
い
く
。
悲
劇
に
埋
没
し
て
心
を
閉

ざ
し
て
生
涯
を
終
え
る
の
で
は
な
く
、
強
く
生
き
て

欲
し
い
と
願
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
勝
手
に
思
い

を
廻
ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
悲
し
す
ぎ
る

結
末
で
あ
る
。
元
雅
は
夜
明
け
を
迎
え
る
こ
と
で
幕

を
引
い
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
つ
い
て
暗
示
す
ら
し

て
い
な
い
。
突
き
放
し
た
よ
う
な
終
わ
り
方
で
あ
る
。

そ
こ
が〈
朝
長
〉と
似
て
い
る
。

　

実
は〈
弱
法
師
〉も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。
日

想
観
に
よ
る
奇
跡
の
結
果
、
俊
徳
は
入
り
日
に
染
ま

る
難
波
の
浦
の
風
景
を
ま
ざ
ま
ざ
と
観
じ
る
。
こ
の

高
揚
感
の
後
、
盲
目
の
弱
法
師
で
あ
る
と
い
う
現
実

直
視
の
落
胆
が
あ
っ
て
、
父
と
の
出
会
い
へ
と
展
開

す
る
。
父
の
出
現
に
よ
っ
て
生
活
面
の
心
配
は
無
く

な
る
の
だ
ろ
う
が
、
本
当
の
救
い
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
俊
徳
は
自
分
の
姿
を
父
親
に
恥
じ
て
い
る
し
、

父
は
俊
徳
を
伴
っ
て
故
郷
に
帰
る
の
に
、
人
目
を
憚

っ
て
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
と
、
急
い
で
そ
の
場
を

離
れ
る
よ
う
な
人
で
あ
る
。
俊
徳
は
こ
の
後
ど
の
よ

う
に
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
、
幸
せ
は
訪
れ
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
心
配
し
て
し
ま
う
。
元
雅
は
救
い
と
な

る
よ
う
な
終
わ
ら
せ
方
を
し
て
い
な
い
。

　

〈
盛
久
〉の
場
合
も
、
清
水
観
音
の
慈
悲
の
力
で
処

刑
寸
前
に
刀
が
折
れ
、
頼
朝
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る

の
だ
が
、
源
氏
の
世
で
平
家
譜
代
の
侍
が
、
ど
う
や

っ
て
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　

元
雅
は
三
十
代
前
半
で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
手
掛
け
た
能
は
す
べ
て
、
早
く
て
少
年
期

後
半
、
遅
く
て
も
青
年
期
前
半
に
作
っ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
仏
教
的
な
奇
跡
を
扱
う
個
性
的
な

秀
作
が
多
い
。
奇
跡
へ
の
憧
れ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
奇
跡
に
よ
る
幸
せ
は
信
じ
て
い
な
い
。

人
の
世
に
お
い
て
重
要
な
の
は
人
の
生
き
様
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
考
え
て
い
る
が
、
大
き
な
出
来
事

と
対
処
し
た
後
、
ど
う
生
き
て
い
け
ば
良
い
の
か
と

い
う
答
え
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。
大
団
円
で
は
終
わ

ら
せ
な
い
と
こ
ろ
が
魅
力
的
だ
し
、
幸
せ
感
と
は
無

縁
で
、
通
奏
低
音
の
よ
う
に
暗
さ
が
響
い
て
い
な
が

ら
、
健
気
で
ひ
た
む
き
な
主
人
公
達
。
突
き
放
し
た

よ
う
な
結
末
は
、
若
さ
故
の
潔
さ
で
あ
ろ
う
か
。
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