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初
め
に
読
ん
だ
「
二
人
静
（
ふ
た
り
し
ず
か
）」
は
源
九
郎
義
経
が
兄
頼
朝
の
元

か
ら
西
国
へ
落
ち
る
途
中
、
吉
野
山
ま
で
や
っ
て
来
た
時
の
話
で
す
。
そ
こ
ま
で

共
に
来
た
静
御
前
を
、
こ
れ
以
上
は
女
の
足
で
は
無
理
だ
か
ら
と
都
へ
帰
す
こ
と

に
し
ま
す
。
静
御
前
は
別
れ
を
惜
し
み
、
我
が
家
に
伝
わ
る
「
初
音
の
鼓
」
を
我

が
身
の
代
わ
り
に
義
経
に
託
し
ま
す
。
そ
の
後
、
川
連
法
眼
の
邸
に
宿
を
と
っ
た

義
経
が
、
静
を
想
い
「
初
音
の
鼓
」
を
打
っ
て
い
る
と
、
当
の
静
が
寂
し
さ
に
勝

て
ず
戻
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、
ま
た
も
や
玄
関
に
静
が
現
れ
ま
す
。
一
分
一
厘

も
相
違
な
い
二
人
の
静
を
前
に
し
て
、
ど
ち
ら
が
本
当
の
静
か
質
そ
う
と
白
拍
子

の
舞
を
舞
わ
せ
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
今
度
は
「
初
音
の
鼓
」
を
打
た
せ
て
み
る

と
、
後
か
ら
来
た
静
が
鼓
を
打
ち
出
し
た
途
端
、
先
に
来
た
静
の
様
子
が
代
わ
り
、

鼓
の
そ
ば
へ
か
け
よ
り
泣
き
崩
れ
ま
す
。
そ
し
て
自
分
は
吉
野
山
の
狐
で
、
鼓
に

張
ら
れ
た
皮
は
自
分
の
母
親
狐
の
皮
だ
と
打
ち
明
け
ま
す
。 

こ
こ
ま
で
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
前
回
の
「
鼓
大
名
」
の
、
大
名
が
鼓
に
珍
し

い
皮
を
張
ら
せ
よ
う
と
す
る
話
を
引
き
継
い
で
い
る
な
と
い
う
事
が
分
か
り
ま
し

た
。
し
か
も
歌
舞
伎
の
「
義
経
千
本
桜―

川
連
法
眼
館
の
場
」
を
元
に
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
歌
舞
伎
で
は
狐
は
義
経
の
家
来
・
佐
藤
忠
信
に
化

け
、
鼓
を
も
っ
た
静
御
前
の
傍
に
い
る
の
で
す
が
、
三
郎
さ
ん
の
童
話
で
は
狐
を

静
か
に
化
け
さ
せ
て
い
ま
す
。
題
名
を
「
二
人
静
」
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

静
御
前
の
霊
が
吉
野
の
菜
摘
み
女
に
の
り
う
つ
り
、
二
人
の
静
が
舞
を
見
せ
る
能

「
二
人
静
」
に
拠
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

三
郎
さ
ん
の
作
品
で
は
「
あ
っ
ぱ
れ
だ
。
見
上
げ
た
も
の
だ
。
畜
生
で
あ
り
な

が
ら
親
を
し
た
ふ
心
根
が
い
ぢ
ら
し
い
」
と
、
義
経
は
「
初
音
の
鼓
」
を
狐
に
与

え
、
自
分
の
名
前
か
ら
「
源
」
を
と
っ
て
「
お
源
狐
」
の
名
を
与
え
て
い
ま
す
。

三
郎
さ
ん
の
「
目
ぐ
す
り
」(

『
赤
い
鳥
』
１
９
３
２
年
３
月
号)

で
、
目
を
患
っ

て
い
る
親
狐
の
た
め
に
目
薬
を
買
い
に
行
く
子
狐
と
、
子
狐
の
親
を
思
う
気
持
ち

に
感
じ
入
っ
て
狐
親
子
を
助
け
た
七
右
衛
門
さ
ん
の
こ
と
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

「
二
人
静
」
は
狐
親
子
の
心
情
を
中
心
と
し
、
最
後
に
は
笑
い
の
場
面
で
ま
と
め

て
い
る
点
に
森
三
郎
作
品
の
特
徴
が
表
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
に
も
た
び
た
び
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
作
品
か
ら
も
『
雪
こ

ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
所
収
の
作
品
は
古
典
や
能
・
歌
舞
伎
な
ど
を
題
材
に
し

て
創
作
し
た
も
の
が
多
い
と
い
う
事
が
分
か
り
ま
し
た
。 

次
に
読
ん
だ
『
赤
い
鳥
』
（
１
９
３
３
年
１
１
月
号
）
の
「
ほ
た
る
」
の
主
人
公

は
四
年
生
の
久
子
で
す
。
女
の
子
が
主
人
公
の
話
で
は
三
郎
さ
ん
は
女
性
名
で
作

品
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
作
品
は
「
森
三
郎
」
の
名
前

で
発
表
し
て
い
ま
す
。
登
場
す
る
の
は
久
子
と
妹
、
東
京
の
い
と
こ
、
近
く
の
町

の
い
と
こ
と
、
女
の
子
ば
か
り
で
す
。
こ
の
話
は
日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を

話
題
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
同
じ
い
と
こ
で
も
親
し
い
気
持
に
な
れ
る
か
、
な

れ
な
い
か
の
心
理
を
書
き
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
す
。
久
子
は
同
年
の
東

京
の
い
と
こ
を
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
東
京
の
人
だ
と
い
う
憧
れ
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
郎
さ
ん
も
子
ど
も
の
頃
、
東
京
の
人
と
い
う
響
き
に

都
会
の
文
化
へ
の
憧
れ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
話
を
読
ん
で
当
日
の
メ
ン
バ
ー
が
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
生
活
の
有
様
で

す
。
麦
わ
ら
で
ホ
タ
ル
籠
を
編
ん
で
ほ
た
る
を
飼
う
な
ど
の
経
験
は
誰
も
持
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
蚊
帳
の
中
に
ほ
た
る
を
放
し
た
経
験
は
あ
り
、

蚊
帳
へ
の
入
り
方
な
ど
話
題
は
広
が
り
ま
し
た
。
妹
の
富
子
は
村
の
八
幡
様
の
お

祭
で
赤
い
提
燈
を
買
っ
て
も
ら
い
ま
す
が
、
提
灯
の
こ
と
を
「
提
灯
行
列
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
刈
谷
に
は
小
さ
い
ほ
う
ず
き
提
燈
の
行
列
の
夜
祭
が
あ
り
、
兄
の

銑
三
さ
ん
も
「
さ
さ
や
か
な
夜
祭
」(

『
明
治
村
通
信
』
１
９
７
８
年
１
月
号)

で

経
験
を
書
い
て
い
ま
す
。
「
提
燈
」
そ
の
も
の
を
「
提
灯
行
列
」
と
呼
ん
で
い
た
の

は
、
あ
る
い
は
末
弟
の
三
郎
さ
ん
自
身
の
経
験
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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２
０
２
５
年
１
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、 

「
二
人
静
」（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
年
１
２
月
）
、 

｢

ほ
た
る｣

（『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
年
１
１
月
号
）
を
読
み
ま
し
た
。 

〈
次
回
予
定
〉
２
０
２
５
年
３
月
１
４
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

「
五
年
の
こ
ろ
」（
『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
．
１
２
）
／
「
長
靴
を
穿
い
た 

太
陽
」
（『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
．
１
２
） 

 


