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永
享
８（
１
４
３
６
）年
２
月
、世
阿
弥

は
佐
渡
に
配
流
さ
れ
て
か
ら
約
１
年
半
後

に『
金き
ん

島と
う

書し
ょ

』を
著
し
ま
す
。そ
こ
に
は
、「
さ

れ
ば
北ほ
く

野や

の
御
製
に
も
、か
の
海
に
金
こ
が
ねの
島

の
あ
る
な
る
を
、そ
の
名
を
問
え
ば
佐
渡
と

い
う
な
り
」と
、の
ち
に
天
神
様
と
呼
ば
れ

る
菅
原
道
真（
８
４
５
～
９
０
３
）の
歌
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
、す
で
に
９
世
紀
末
頃
か

ら
佐
渡
の
黄
金
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

平
安
時
代
か
ら
中
世
後
半
ま
で
の
西
三

川
砂
金
山
の
遺
構
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

『
今
昔
物
語
集
』や
砂
金
発
見
伝
説
に
あ

る
よ
う
に
、砂
金
を
求
め
て
、西
三
川
や
小

佐
渡
の
山
々
を
移
動
す
る
多
数
の
一
団
が

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
『
佐
渡
相
川
志
』に
は「
凡お
よ

ソ
金
山
ノ
起

リ
西
三
川
ヨ
リ
先
キ
ナ
ル
ハ
ナ
シ
。西
三
川

砂
金
山
ハ
寛
正
三
庚
辰
年
始
マ
ル（
干
支

か
ら
す
る
と
元
年
の
誤
り
か
）」と
あ
っ
て
、

『
金
島
書
』が
著
さ
れ
て
か
ら
20
年
余
り

後
に
組
織
的
な
開
発
が
始
ま
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

大
規
模
な
開
発
が
始
ま
る
の
が
弘
治
元

（
１
５
５
５
）年
。松
浪
遊
仁
な
る
者
が
、

こ
の
地
を
稼
ぎ
始
め
ま
す
。信
長
が
清
洲

城
に
進
出
し
、信
玄
・
謙
信
が
川
中
島
で
雌

雄
を
決
し
て
い
た
頃
で
し
た
。

　

遊
仁
は
、西
三
川
の
井い

ノの

上か
み

沢
に
あ
っ
た

諏
訪
神
社
の
社
領
田
を
掘
り
つ
く
し（「
小

立
諏
訪
神
社
由
緒
」）、公
納
の
ほ
か
毎
日

砂
金
を
２
匁
４
分（
約
９
ｇ
）稼
い
だ
と

『
佐
渡
古
実
略
記
』に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
世
阿
弥
は
、『
金
島
書
』に
書
き

残
し
た
筆
跡
が
、黄
金
の
よ
う
に
朽
ち
る
こ

と
な
く
後
世
の
人
々
に
伝
わ
る
の
だ
ろ
う

か
と
、「
こ
れ
を
見
ん　

残
す
金
こ
が
ねの
島し
ま

千ち

鳥ど
り

　

跡
も
朽
ち
せ
ぬ　

世
々
の
し
る
し
に
」と

い
う
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
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市
役
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世
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遺
産
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進
課（
金
井
就
業
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３
つ
の
資
産
っ
て
、関
連
あ
る
の
？

　

11
月
２
日
に『
よ
く
ば
り
！
３
資
産
満
喫

ツ
ア
ー
』を
実
施
し
ま
し
た
。３
資
産
と
は
、

佐
渡
市
が
進
め
て
い
る
世
界
文
化
遺
産
、世

界
農
業
遺
産（
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
）、ジ
オ
パ
ー
ク

の
世
界
的
な
３
つ
の
資
産
を
指
し
ま
す
。

　

36
人
が
参
加
し
た
ツ
ア
ー
は
、こ
れ
ま
で

別
々
に
見
学
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
佐
渡

金
銀
山
か
ら
二
見
半
島
を
巡
り
、ジ
オ
パ
ー

ク（
大
地
・
地
球
）に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
ス

ト
ー
リ
ー
で
繋
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

し
た
。

　

佐
渡
金
銀
山
の
鉱
脈
は
、約
２
千
万
年

前
に
陸
上
で
起
こ
っ
た
火
山
活
動
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
ま
し
た
。金
銀
鉱
脈
の
形
成
と
と

も
に
ま
わ
り
の
岩
石
は
熱
に
さ
ら
さ
れ
、石

が
緑
色
に
変
化
し
て
い
ま
す
。大
佐
渡
か
ら

二
見
半
島
の
海
岸
に
緑
色
の
石
が
多
い
の

は
、大
昔
の
火
山
活
動
に
よ
る
も
の
な
の
で

す
。

　

二
見
半
島
で
は
、火
山
岩
類
が
海
底
か

ら
持
ち
上
が
っ
た
段
丘
地
形
が
見
ら
れ
ま

す
。段
丘
を
利
用
し
、多
く
の
水
田
が
昭
和

初
期
に
開
か
れ
ま
し
た
。一
部
の
水
田
は
、

金
山
開
発
に
よ

る
人
口
増
加
の
食

糧
不
足
を
解
消

す
る
た
め
に
開
墾

さ
れ
、水
の
く
み

上
げ
に
は
金
山
で
も
使
用
さ
れ
た
水す
い

上
し
ょ
う

輪り
ん

が
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、中
山
ト

ン
ネ
ル
に
沿
っ
て
断
層
が
走
っ
て
い
る
た
め
、

二
見
半
島
は
大
佐
渡
か
ら
の
水
が
ほ
と
ん

ど
供
給
さ
れ
ま
せ
ん
。そ
こ
で
人
々
は
、わ

ず
か
な
水
を
確
保
す
る
た
め
に
多
く
の「
た

め
池
」を
作
り
、田
に
水
を
供
給
す
る
だ
け

で
は
な
く
、多
様
な
生
物
が
住
め
る
環
境
も

生
み
出
し
ま
し
た
。「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」に

は
、ト
キ
な
ど
が
エ
サ
を
求
め
て
訪
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
生
き
物
を
育
み
な
が
ら
進
め

る
農
法
が
世
界
農
業
遺
産（
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
）

に
評
価
さ
れ
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
自
然
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
、こ
の
自
然
こ
そ
が
資
産
だ
と
思
っ

た
。」「
３
資
産
を
組
み
合
わ
せ
た
ツ
ア
ー

は
個
別
で
見
る
よ
り
も
わ
か
り
や
す
か
っ

た
。」な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

佐
渡
に
金
山
が
あ
る
こ
と
や
、二
見
半
島

に
た
め
池
が
多
い
こ
と
は
、佐
渡
の
な
り
た

ち
か
ら
紐
解
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。大
地
に

目
を
向
け
る
こ
と
で
今
ま
で
別
々
に
見
て
い

た
も
の
が
繋
が
り
、佐
渡
の
面
白
さ
が
倍
増

し
て
い
く
よ
う
な
ツ
ア
ー
を
今
後
も
企
画

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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松浪遊仁が稼いだとされる井ノ上沢

西
三
川
砂
金
山
⑶　

― 

黄こ
が
ね金
の
島
の
い
わ
れ 

―

二見半島のため池

世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て


