
舞
台

の
彼
方

へ

共
同
研
究

「
生
き

て
い
る
劇
と
し

て
の
能

謡
曲

の
多
角

的
研
究
」

へ
の
導

入ジ

ェ
イ

・

ル

ー

ビ

ン

舞台の彼方へ

能
は
あ
く
ま
で
舞
台
芸
術
で
あ

る
。
野
上
豊

一
郎
に
よ
れ
ば
、
舞
台
抜
き
で

謡
曲
を
読
む
時
で
も
舞
台
芸
術

で
あ
る
と
言
う
。
「謡
曲
を
正
し
く
読
む
に
は

能

の
脚
本
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
言

ひ
換

へ
れ
ぽ
、
能
が
舞
台

の
上
で
演

出
さ
れ
る
場
合
を
実
感
し
な
が
ら
、
そ
の
台
帳
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ

る
。
」

(「謡
曲
の
構
成
」
、
『能
楽
全
書
』
全
六
巻
[創
元
社
、
昭
和

一
七
-

一
九
年
版
]
三

二

)

し
か
し
、

ア
ー
サ
ー

・
ウ

ェ
イ
リ
ー
の
よ
う
に
、

一
度
も
舞
台
を
見
て
い
な
く

て
も
謡
曲
を
美
し
い
英
詩
に
翻
訳
し
た
人
も
居
る
し
、
日
本

の
こ
と
を
丸

っ
き

り
知
ら
な
い
の
に
、
そ
の
訳
文
を
読
ん
で
感
動
す
る
人
も
居
る
。
無
論
、
そ
う

い
う
人
達
が

「正
し
く
」
読
ん
で
い
な

い
と
言
え
ぽ
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
私
に

言
わ
せ
る
と
、
い
く
ら
具
体
的

に
舞
台

の

「
場
合
」
を
頭
の
中
で
想
像
し
な
が

ら
読
ん
で
も
野
上
氏

の
言
う
読
み
方
が

「
正
し
い
」
と
は
言
え
な

い
。
能

の
世

界
は
舞
台

で
終
わ
る
筈
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
装
束
と
面
を
着
け
た
役
者

は
た

だ
、
装
束
と
面
を
着
け
た
役
者

(11
普
通
の
人
間
)
に
過
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
謡
曲

の
言
葉
で
築
か
れ
た
世
界

の
記
号
な
の
だ
ろ
う
か
。
能
楽
堂

に
座

っ
て
舞
台
を
目
の
前
に
見

て
い
る
時
で
も
、
謡
曲

の
言
葉
の
力

で
舞
台

の

彼
方
に
あ

る
世
界
を
想
像
し
な
い
と
そ
の

「
場
合
」
を

「
正
し
く
」
鑑
賞
す
る

こ
と
が
出
来

た
と
は
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
。
謡
曲
を
文
学
的

に
理

解
す
る
こ
と
も
能
鑑
賞

の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
思
う
。

舞
台
抜
き
で
謡
曲
を
読
む
時
、
「能
」
を
完
全
に
経
験
す
る
こ
と
は
勿
論
不

可
能

で
あ
る
が
、
謡
曲

の
文
学
的
な
要
素
だ
け
を
経
験
す
る
こ
と
が
、
従

っ
て
、

無
意
味
な
行
為

で
あ
る
と
は
、
言
い
き
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
能
鑑
賞

の

不
可
欠
な
部
分
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
か
ら
、
能
楽
堂
で
の
鑑
賞
を
深
く

す
る
こ
と
も
出
来
る
。

「能
」
と
、

一
口
に
言

っ
て
も
、
能

に
は
色

々
な
種
類
が
あ
る
。
便
宜
上
、
実

演
で
使
わ
れ
る
五
番
立
て
の
方
式

に
よ

っ
て
分
類
す
る
と
、

一
つ
一
つ
の
謡
曲

の
文
学
的
な
内
容
と
取
り
組
む
大
き
な
手
助
け

に
な
る
。
大
体

に
お

い
て
、
五
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番
立

て
に
は
次

の
通
り
の

「様
式
」
が
あ

る
。

初
番
目
物

(脇
能
物
、
神
能
)
凵
感
歎
様
式

(国
×
巳
pヨ
p
8
昌

ζ
。
αΦ
)

二
番
目
物

(修
羅
物
)
凵
叙
事
様
式

(Z
費
蕁
江
く
Φ
窰
o
α
Φ)

三
番
目
物

バ鬘
物
、
女
物
)
凵
叙
情

様
式

(身

ユ
o
巴
ζ
o
αΦ
)

四
番
目
物

(狂
乱
物
、
遊
樂
物
、
遊
樂
執
心
物
、
人
情
物
、
現
在
物
、
怨

霊
物
な
ど
を
含
む
)
"
演
劇
様
式

(一∪
同鋤
ヨ
鋤鉱
O
ζ
O
α
Φ)

五
番
目
物

(切
能
物
)
"
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
様
式

(ω
0
8
β
。巳
費

ζ
o
創
Φ)

読
者
は
例
え
ば
、
神
と
君
を
敬
う
神
能
物
と
、
恋
慕
を
謡
う
鬘
物
を
、
同
じ

気
持
ち
で
読
ま
な
い
の
で
、
読
む
前

に
、
作
品
が
ど

の
分
類

に
入

っ
て
い
る
か

を
見

て
お
い
た
方
が
文
学
的
鑑
賞

の
良

い
ヒ
ソ
ト
に
な
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
少
数

の
例
を
提
供

し
て
、
五
番
立
て
の
順

に
沿

っ
て
、

多
様
多
彩

の
謡
曲
文
学
が
私

に
見
せ
て
く
れ
た
世
界

の
面
白
さ
を
述

べ
た
い
と

思
う
。

初
番

目
物

(脇
能
物
、
神
能
)

「高
砂
』
ー

地
球
の
歌

こ
の
世
の
現
実
性
を
も
疑
う
仏
教
と
打

っ
て
変
わ

っ
て
、
神
道
は
五

つ
の
感

覚
で
貪

る
こ
の
世

の
有
難
さ
を
祝
う
も

の
で
あ
る
。
神
能
全
体
は
歌
舞
劇
の
歌

と
舞
を
利
用
し
て
人
生

の
善
さ
を
祝

っ
て

い
る
が
、
『高
砂
』
は
五

つ
の
感
覚

の
中
の
聴
覚
を
特

に
賛
美
す
る
、
神
道
的

な
ポ

エ
ム
で
あ
る
。

シ
テ
が
登
場
し
て
か
ら
終
わ
り
ま
で

『
高
砂
』

の
言
葉
は
音

の
イ
メ
ー
ジ
を

強
調
す
る
。

一
セ
イ
で
尾
上

の
鐘
が
響
く
ば

か
り
で
な
く
、
磯

の
波

に
霞
が
掛

か

っ
て
い
る
か
ら
音
で
し
か
分
か
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
サ
シ
で
、
孤
独
な
年

寄
り
が
誰
を
友
達
に
し
よ
う
か
と
呟

い
て
、
「松
風
を

の
み
聞
き
な
れ
て
、
心

を
友
と
す
」
る
と
自
答
す
る
。
後
に
な
ら
な
い
と
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
が
、

神
々
が
囁
き
あ

っ
て
い
る
か
ら
、
音
そ
の
も

の
が
あ
ら
た
か
で
あ
る
松
風

に
生

き
物

の

「
心
」
が
こ
も

っ
て
い
て
、
既
に

一
種

の
歌
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
考

え
が
こ
こ
で
初
め
て
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
大
自
然

の
心
と
歌
の
心
が
重
な
り

合

っ
て
、
殆
ど
区
別
で
き
な

い
位

で
あ
る
。
こ
う
見
る
と
自
然
現
象

の

「音
」

か
ら
人
間
の
作
り
物

の

「歌
」
ま
で
が

一
つ
の
大
き
な
地
球
の
歌

の
部
分
で
あ

る
。
そ
の
歌
で
、
友
達
を
な
く
し
て
生
き
残

っ
た
老
人
が
孤
独
を
克
服
で
き
る
。

自
然
の
音
と
歌

で
表
さ
れ
て
い
る
心

の
通
い
合

い
こ
そ
が
場
所
的

に
遠
く
離
れ

た
住
吉
の
老
人
と
高
砂

の
老
女
の
相
生

の
結
婚
を
可
能

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

曲
の
残
り
は
こ
う

い
う
思
想
を
詳
し
く
説
明
し
た
り
、
歌
と
舞
で
デ

モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ソ
し
た
り
し
て
、
風
雅

で
あ
り
な
が
ら
、
御
み
こ
し
を
担

い
で
街

中
を
わ
い
わ
い
走
り
回
る
よ
う
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
溢
れ
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。

最
後

に
、
「
さ
ま
ざ
ま

の
舞
姫
」
ま
で
が

(謡
で
)
出

て
き

て
、
若

々
し

い
住

吉

の
神
と
い
っ
し
ょ
に
舞

っ
た
り
、
歌

っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
地
球
の
歌

の

最
後

の

一
節

と
し
て
、
「相
生

の
松
風
、
颯
颯

の
声
ぞ
楽
し
む
」
と
締

め
く
く

る
。
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舞台の彼方へ

「
白
鬚
」
ー

太
古
の
力

『白
鬚
』
は
、
印
度
の
仏
教

の

一
番
大
げ

さ
な
、
時
間
と
空
間

の
偉
大
さ
を
表

す
表
現
を
借
り
て
、
日
本

の
天
皇
と
神
道

の
神
を
賛
美
す
る
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
・

シ
ョ
ー
で
あ
る
。
非
常
に

エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ

ュ
な
舞
と
音
楽

の
様
式
は
日
本
的
で

あ
る
が
、
曲
全
体
は
普
遍
的
な
人
間

の
望

み
を
表
す
。
「天
皇
」
の
代

わ
り
に

「戦
争
を
起
こ
さ
な

い
で
、
個
人
の
自
由
を
弾
圧
し
な
い
で
、
普
通

の
人

の
生

活
を
支
え
て
く
れ
る
政
府
」
と
考
え
れ
ば
誰

で
も
頷
け
る
政
治
観
で
あ

っ
て
、

「神
」

の
代
わ
り
に

「人
間
以
上
の
、
見
え
な
い
力
」
も
大
抵

の
人
の
感
じ
る
、

ば
く
ぜ
ん
と
し
た
宗
教
観
だ
ろ
う
。
有
形
無
形

の
力
が
ど
う
に
か
人
間
世
界
の

安
泰
を
守

っ
て
く
れ
る
よ
う

に
願
う
望
み
が
叶
え
ら
れ
て
い
れ
ば

(神
能
の
世

界
で
は
、
必
ず
完
璧
に
、
歴
史
抜
き
に
、
叶
え
ら
れ
て
い
る
)、
「
安
く
楽
し
む

こ

の
時
に
生
ま
れ
あ
ふ
身
は
あ
り
が
た
や
」
。

『白
鬚
』

は
、
実
演
を
見
な
く
て
も

神
道
的
な
、
「
生
ま
れ
て
よ
か

っ
た
」
と

い
う
、
感
謝

の
気
持

ち
を
端
的

に
表

し
た
、
す
が
す
が

し
い
、
良

い
曲
で
あ
る
。

皮
肉
的
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
が

、
あ
る
神
道

の
神

の
力
を
大
き
く
表

現
す
る
に
は
、
「
劫
」
と

「
小
劫
」

の
単
位

で
時
間
を
計
算
す
る
仏
教
が
神
道

そ
の
も
の
よ
り
効
果
的
で
あ
る
ら
し
い
。
曲
が
そ
う

い
う
、
言
わ
ば
誇
張
さ
れ

た
世
界
観
を
設
定
し
て
か
ら
、
白
鬚
の
神
が

「
暫
く
待
た
せ
給
ふ
べ
し
」
と
言

っ
て
、
天
気
が
急
に
荒
れ
狂
う
中
を
潜

っ
て
社
殿
の
中
に
入
る
。
後
場
の
イ

メ

ー
ジ
が
非
常

に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
な

っ
て
い
く
。

ア
イ
の
末
社
の
神
が
三
段
の

舞
を
舞

っ
た
り
、
八
人

の
舞
姫
が

テ
キ

ス
ト
上

で
カ
ラ
フ
ル
な
舞
を
舞

っ
た
り
、

色
と
り
ど
り
の
音
楽
が
奏

で
ら
れ
た
り

(舞
楽
、
神
楽
、
催
馬
楽
)、
本
当

の
姿

を
あ
ら
わ
し
た
白
鬚

の
神
が
舞
楽
を
舞

っ
た
り
す
る
ば

か
り
か
、
大
自
然
も
磯

打

つ
波
と
松
風

の
声
で
参
加
し
た
り
、
湖
の
水
面
が
轟

い
た
り
も
す
る
。
そ
れ

か
ら
仏
教
の
世
界

か
ら
天
女
と
竜
神
が
出
て
き
て
、
白
鬚
の
神

の
前

に
灯
火
を

立

て
て
、
自
分
た
ち
も
そ
の
昼
よ
り
も
輝
か
し
い
光

の
中
で
舞
働
キ
を
舞

っ
て

か
ら
、
神
の
前
に
お
辞
儀
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
雲
を
穿

っ
て
天
女
が
、
湖
に
波

を
立
た
せ
て
竜
神
が
各

々
の
世
界

に
帰

っ
て
行
く
。
最
後

に
、
白
鬚

の
神
の
吹

か
せ
る
風

で
天
下
が
泰
平
に
な

っ
て
い
る
。
活
字
を
読
ん
だ
だ
け
で
胸
が
躍
る
。

二
番

目
物

(修
羅
物
)

「忠
度
」

才
能
の
浪
費

現
代
人
が
古
代
の
芸
術
作
品
に
接
す
る
時
、
当
時
の
人
が
ど
う
い
う
態
度
で

そ
の
作
品
を
受
け
容
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
の
も
面
白
い
実
験
な
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
現
代
人
は
自
分
の
時
代
を
ー

自
分

の
皮
膚
を

抜
け
ら
れ
な
い

の
で
、
そ
れ
は
到
底
出
来
な
い
話
で
、
あ
く
ま
で
知
的
実
験
以
上

の
何
物
に
も

な
れ
な
い
。
知
的

に
分
析
す
る
こ
と
と
、
生
き
た
人
間
と
し
て
取
り
組
む
こ
と

と
は
別
物
で
、
前
者
は
私
に
と

っ
て
は
興
味

の
少
な
い
も
の
で
、
後
者
は
、
観

客
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
学
問
的
に
意
味
が
無
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い

が
、
自
分
の
内
部
生
命
と
作
品
の
間
の
繋
が
り
を
感
じ
な
い
こ
と
こ
そ
無
意
味

だ
と
思

っ
て
い
る
。

『忠
度
』
を
読
む
と
私

は
三
島
由
紀
夫
の
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
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な
い
。
三
島

の
作
品
が
好
き
と
い
う

の
で
は
な
い
が
、
新
聞
に
載

っ
た
、
切
断

さ
れ
た
三
島

の
首
の
写
真
を
見
た
時

の
肉
体
的
な
衝
撃

は

一
生
忘
れ
ら
れ
な
い

ヘ

へ

と
思
う
。
『金
閣
寺
』
も

『仮
面
の
告
白
』
も
あ

の
肉
の
塊

の
中

か
ら
生
ま
れ

て

き
た
の
だ
と
。
世
阿
弥
は
勿
論
三
島

の
存
在
を
知
ら
な
か

っ
た
が
、
三
島

の
グ

ロ
テ
ス
ク
な
最
期
を
知

っ
て
い
る
人
が

『
忠
度
』
を
読
む
と
、
世
阿
弥
が

『忠

度
』
で
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

一
層
明
ら
か
に
な

っ
て
く

る
と
思
う

(
い

や
、
死
ん
だ
作
者
の
意
図
は
ど
う
で
も
い
い
。
生
き
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
世

阿
弥
の
書
い
た
作
品
は
ど
ん
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
が

一
番
重
要
な
問
題
だ
)。

忠
度

は
武
士
ら
し
く
戦
場
で
酷

た
ら
し

い
最
期
を
遂
げ
た
。
「
こ
れ
こ
そ
望

む
所
よ
と
思
ひ
」
、
あ
る
程
度

の
満
足
感
で
敵

の
六
弥
太
と

「む
ず

と
組
」
ん

で
は
み
た
が
、
右
腕
を
後
ろ
か
ら
斬
り
取

ら
れ
る
ば
か
り
か
、
お
経

の

一
行
ぐ

ら
い
を
唱
え
る
や
否
や
、
首
ま
で

「打
ち
落
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

忠
度

の
幽
霊
が
永
遠
に
こ
の
世
に
執
着
し

て
離
れ
な
い
の
は
、
酷

い
殺
さ
れ
方

に
対
し
て
の
恨

み
か
ら
で
は
な
く
て
、
自

分
の
歌
が

『千
載
集
』

に

「読
人
知

ら
ず
と
書
か
れ
し
事
」
が

「
妄
執

の
中

の
第

一
な
り
」
と
訴
、兇
る
。
武
士

の
名

誉

は
ど
う
で
も
い
い
。
「忠
度
は
文
武

二
道
」
で
優
れ
て
い
る
人
と
し
て
認

め

む

ら
れ
て
い
た
が
、
結
局
、
「げ

に
や
和
歌

の
家
に
生
ま
れ
、
そ

の
道
を
嗜
み
、
」

和
歌
を
詠
む
こ
と
が
、
人
間
と
し
て
最
高

の
価
値

の
あ
る
行
動
だ
と
、
地
謡

の

声
を
借
り
て
ワ
キ
が
主
張
す
る
。
(田
代
慶

一
郎
氏
が

『夢
幻
能
』
〈朝
日
新
聞
社

一
九
九
四
年
〉
二
九
〇
i
二
九

一
頁
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
芸
術
の
道
を
称
え
て

い
る
の
は
、
芸
術
家

の
世
阿
弥
で
あ
る
。
三
回
も
引
用
さ
れ
る

「忠
度
の
」
歌
に
つ

い
て
も
氏
の
解
釈
が
芸
術
の
道
の
貴
さ
を
強
調
し
て
い
る
ー

三
〇
九
頁
)

忠
度
も
三
島
由
紀
夫
も
せ

っ
か
く

「
歌
」
を

一
杯
詰

め
込
ん
だ
頭
を
刀
に
任

せ
て
、
死
ん
だ
。
中
世

の
目
に
も
現
代

の
目
に
も
そ
の
行
為
は
栄
光
よ
り
も
、

酷
い
才
能

の
浪
費
に
映
る
。

「経
政
」
i

幽
霊
の
存
在
論

W

・
B

・
イ

ェ
イ

ッ
の
能
掛

り

の
戯
曲

『日
げ
①

○
巳
《

冒
巴
。彑
ω
<

oh

国
ヨ
Φ
昌

(一ぎ

◎
℃
§
の
誉
＼
b
§
聴
舜

↓
冨

9

巴
餌
零
Φ
ωω口
㊤H㊤)
で
は
、
幽
霊

界
と
人
間
界
と
の
関
係
は
胸
を
締

め
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。
幽
霊
は
人
間
が
生

活
を
営

ん
で
い
る
近
く
に
う
ろ

つ
い
て
い
な
が
ら
も
、
人
間
に
は
幽
霊
が
見
、兄

な
い
し
、
人
問

の
話
し
声
も
幽
霊
に
不
安
な
気
持
ち
を
与
え
る
、
空
気
の
不
快

な
揺
れ
と
し
て
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
死
後

の
世
界

の
も
ど
か
し
さ
を
如
実

に

表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
『経
政
』
も
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
死
後
観
を
繰
り
広

げ

る
。

能
に
現
れ
る
幽
霊

の
大
半
は
ワ
キ
の
夢
に
出
る
幻
で
、
現
世
と
の
関
係
は
問

わ
れ
な
い
。
経
政
は
普
通
の
幽
霊

の
よ
う
に
、

ワ
キ
の
祈
り
に
惹
か
れ
て
現
れ

る
が
、
目
を
覚
ま
し
て
い
る
ワ
キ
は
非
常
に
具
体
的

に
幽
霊

の
存
在
を

(
シ
テ

と
交
代
し
て
)
述
べ
る
。

.
「
夜
の
灯
火
幽
か
な
る
光

の
う
ち
に
人
影
の
あ
る
か
な
き
か
に
見
、兄
給
ふ

は
如
何
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
そ
。
」
(第

一
に
、
灯
火
の
光
で
し
か
見
え
な
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い
幽
霊
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
灯
火
は
こ
こ
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
)

「
わ
れ
経
政
が
幽
霊
な
る
が
、
御
弔

ひ
の
あ
り
が
た
さ
に
こ
れ
ま
で
現
れ

参
り
た
り
」
(
し
か
し
、
ワ
キ
の
次
の
言
葉
は
急
に
独
り
言
に
な
る
)

「
そ
も
経
政
の
幽
霊
と
答
ふ
る
方
を
見
ん
と
す
れ
ば
ま
た
消
え
消
え
と
形

も
な
く
て
」
(
つ
ま
り
、
問
答
の
流
れ
は
も
う
絶
え
て
い
る
の
で
あ
る
)

「声
は
幽
か
に
絶
え
残

っ
て
」

こ
う
い
う
調
子

で
続

い
て
い
く
の
で
、

『経
政
』
ほ
ど
幽
霊
と
生
き
た
人
間

と

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
失
敗
に
終

わ
る
曲
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ

『経
政
』
ほ
ど
幽
霊

の
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る

曲
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幽
霊

と
い
う
の
は
結
局
、
死
ん
だ
人
と
話

せ
な
く
な

っ
た
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
だ
し
た
現
象

に
違
い
な
い
。
イ

ェ
イ
ッ
の

葛

目
臼
』

で
も
世
阿
弥

の

『経
政
』
で
も
観
客
は
そ
の
も
ど
か
し

さ
を
幽
霊

の
見
方
か
ら
も
生
き
た
人
間
の
見
方
か
ら
も
経
験

で
き
る
の
で
、
死

の
隔
て
の
絶
対
性
の
哀
し
み
を
味
わ
え
る
。

『経
政
』

の
場
合
、
幽
霊
界
と
人
間
界
を

つ
か
の
間
で
も
繋
ぐ
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
は
音
楽

で
あ
る
。
し
か
し
、
経
政
が

見
え
な
い
の
で
、
彼
も
琵
琶
を
弾

い

て
い
る
と

い
う
こ
と
は
ワ
キ
に
は
分
か
ら
な
い
し
、
や

っ
と
ま
た
見
え
て
く
る

と
、
経
政
は
心
が
音
楽
か
ら
離
れ
て
、
修

羅

の
瞋
恚

に
戻

っ
て
い
る
。
「あ
ら

恥
つ
か
し
や
わ
が
姿
は
や
人
々
に
見
え
け

る
そ
や
。
あ
の
灯
火
を
消
し
給

へ
」

と
訴
・兄
る
。
閻
浮
と
の
も
ど
か
し
い
関
係

の
ム
ー
ド
が
甦

っ
て
く
る
。
い
く
ら

音
楽
に
不
思
議
な
力
が
あ
る
と
て
、
死
界
と
生
界
の
壁
を
壊
す
こ
と
が

で
き
な

い
。
佐
成
謙
太
郎

は

『謡
曲
大
観
』
(明
治
書
院

一
九
三

一
年
)
第

三
巻

「
経

政
」
の

〔概
評
〕
で
、
「
『絃
上
』

の
如
き
霊
験
説
話
と
し
な
い
ま
で
も
、
や
は

り
技
芸

の
効
験
を
取
立

て
て
、
魄
霊
成
仏
の
平
和
な
終
結
と
し
た
方
が
よ
か

っ

た
や
う

に
思
は
れ
る
」
と
い
う
が
、
『経
政
」
は
そ
う
い
う
甘
い
お
伽
噺

で
は

な
い
。
音
楽
は
人
生
に
と

っ
て
大
変
喜
ば
し
く
て
、
貴

い
も

の
で
あ
る
が
、
他

の
妄
執
と
同
じ
よ
う
に
、
面
白
け
れ
ば
面
白
い
ほ
ど
死
の
痛
切
さ
を
際
立
た
せ

る
の
で
あ
る
。

「兼
平
」

オ
ウ
ム
の
予
告
編

美
し
い
連
れ
の
巴
と
別
れ
て
、
親
友
以
上
の
親
友
で
あ

る
兼
平
と
死
に
損
な

っ
て
、
武
士
の
名
誉
を
切
腹
で
保
ち
そ
び
れ
て
、
泥
沼

に
は
ま
り
込
ん
だ
馬

の

上
で
も
が
き
な
が
ら
身
分

の
好
ま
し
く
な
い
敵

か
ら
首
を
取
ら
れ
て
見
苦
し
く

死
ん
だ
木
曾
義
仲
ほ
ど
、
幽
霊
が

こ
の
世
に
執
着

し
て
、
永
遠
に
修
羅
道
の
苦

し
み
を
訴
え
る
に
相
応
し
い
武
士
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能

作
者

の
興
味
を
引

い
た
の
は
、
義
仲

の
最
期
以
上
に
、
戦
場
か
ら
追

い
払
わ
れ

た
女

の
恨
み
と
、
最
後

の
最
後
ま
で
絶
対
的
な
忠
義
を
捨
て
な
か
っ
た
臣
下
の

誇
り
だ

っ
た
。
『
巴
』

で
も

『兼
平
』
で
も
義
仲

に
扮
す
る
役
者
は
舞
台

に
出

な
い
。

シ
テ
の
わ
ず
か
な
所
作
以
外

に
は
彼
は
あ
く
ま
で
叙
述

の
中
に
現
れ
る

文
学
的
現
象

に
過
ぎ
な

い
。

前
半
の
長

い
長
い
道
行
は
遠
い
比
叡
山
の
頂
上
と
、
仏
教
と
深

い
関
係

の
あ
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る
周
り
の
風
景
を
述
べ
て
、
観
客

(或
い
は
読
者
)
の
頭

の
中
で
、
後
半

の
展

開

の
背
景
と
し
て
広
大
な
空
間
を
設
け
る
。
同
時

に
、
兼
平
が
あ
ま
り
に
も
忠

義

に
執
着
し
て
と
て
も
御
法
の
船
で

「
彼

の
岸
に
」
渡
れ
な
い
逆
説
的
な
、
精

神
的
な
背
景

に
も
な
る

(た
ま
た
ま
こ
の
風
景
は

『白
髭
』
と
同
じ
広
い
屋
外

シ

ー
ン
で
あ
る
)。

狂
言

の
語
り
は
義
仲
と
兼
平

の
異
常
な

ほ
ど

の
密
接
な
関
係
を
説
明
し
て
く

れ
る
。
そ
の
辺
り
か
ら
曲
の
焦
点
が
兼
平

に
絞
ら
れ
て
い
く
。

兼
平

に
扮
し
た
シ
テ
が
し
ば
ら
く
義
仲

に
な

っ
て
、
兼
平
と
の
密
接
な
関
係

を
強
調
し
て
そ

の
最
期
を
謡
う
。
義
仲
の
死
ぬ
寸
前

の
考
え
は

「兼
平
が
行
方

お
ん
な
と

如
何

に
」
で
、
そ
し
て
兼
平
が
自
分
の
救
済

を
請
う
前

に

「主
君

の
御
跡
を
ま

つ
弔
ひ
て
た
び
給

へ
」
と
頼
む
。
次
に
自

分
の
最
期
を
述

べ
る
に
つ
れ
て
興
奮

し
て
救
済
ど
こ
ろ
の
話

で
な
く
な
る
。
「兼

平
が
最
期

の
仕
儀
、
目
を
驚

か
す

有
様
な
り
、
目
を
驚
か
す
有
様
」
で
留
め
る
。
兼
平
は
死
の
向
こ
う
側
ま
で
主

君
の
こ
と
し
か
考
え
な

い
忠
臣
で
あ
る
。

こ
う
い
う
極
端
な
、
自
己
を
滅
ぼ
す
ま

で
の
献
身
的
な
行
為
は
現
代

の
我

々

を
も
魅
了
す
る
も

の
で
あ

る
。
自
分
よ
り
大
き

い
も
の
、
自
分
よ
り
強

い
も
の
、

自
分
よ
り
上
の
人
に
自
己
を
完
全

に
捧
げ

て
、
何
も
考
え
な
い
で
、
向
こ
う
の

言
う
通
り
に
す
る
の
に
は
誘
惑
的
な
チ
カ
ラ
が
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
後
、
坂
口

安
吾
も

「堕
落
論
」
(
『新
潮
』

一
九
四
六
年

四
月
)
と
い
う
文
章

で
、
何
も
考

え
な
い
で
追
随
す
る
こ
と
の
美
し
さ
を
説
明
し
て
、
多
く
の
人
を
戦
争

の
催
眠

術
的
な
力
か
ら
目
覚

め
さ
せ
た
が
、
最
近

で
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
同
じ
よ
う

な
催
眠
術
を
、
教
育

の
あ

る
中
産
階
級

の

一
部

の
人
々
に
掛
け
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
『兼
平
』
も
主

に
、
世
界
中

の
人
間
が
心

の
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
る
そ

の
憧
れ
を
把
握
し
て
観
客
を
感
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

三
番

目
物

(鬘
物
、
女
物
)

「井
筒
」

「
見
れ
ば
」
と
誰
が
言
う
?

能
を
好
ま
な

い
人
は

「何
も
起

こ
ら
な
い
か
ら
退
屈
だ
」
と
言
う
。
『井
筒
』

こ
そ
何
も
起
こ
ら
な
い
最
た
る
例
で
あ
る
。
坂
口
安
吾
は
世
阿
弥

の
も
う

一
つ

の
名
作

の

『檜
垣
』

に
触
れ
て
、
こ
の
問
題
を
次

の
通
り
に
述
べ
て
い
る
。

僕
は

『檜
垣
』
を
世
界

一
流

の
文
学
だ
と
思

っ
て
い
る
が
、
能
の
舞
台

を
見
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
も
う
我
々
に
は
直
接
連
絡
し
な
い
よ
う
な
表

現
や
唄

い
方
を
、
退
屈
し
な
が
ら
、
せ
め
て

一
粒

の
砂
金
を
待

っ
て
辛
抱

す
る
の
が
堪
え
ら
れ
ぬ
か
ら
だ
。
舞
台
は
僕
が
想
像
し
、
僕
が

つ
く
れ
ば
、

そ
れ
で
い
い
。
天
才
世
阿
弥
は
永
遠
に
新
た
だ
け
れ
ど
も
、
能

の
舞
台
や

唄

い
方
や
表
現
形
式
が
永
遠

に
新

た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
古

い
も
の
、

退
屈
な
も

の
は
、
亡
び
る
か
、
生
ま
れ
変
わ
る
の
が
当
然
だ
。
(「
日
本
文

化
私
観
」
『現
代
文
学
』

一
九
四
二
年
三
月
)

劇
と
し
て
は
、
『井
筒
』
は
ジ

ョ
ー
ク
を
欠

い
た

『
ゴ
ド

ー
を
待
ち
な
が
ら
』

と
同
じ
く
、
劇
と
い
う
も

の
を
最
小
限

の
要
素
で
あ
る
役
者
と
観
客
と
時
間
に
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限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
役
者
が
殆
ど
何
も
し
な
い
間
、
そ
の
動
き
は
全
て
舞

台
で
謡
わ
れ
る
言
葉
と
観
客

の
頭

の
中
で
起
こ
る
。
世
阿
弥
が
断
片
的
な
素
材

を
巧
く
組
み
合
わ
せ
て
美

し
い
物
語
を
作

っ
て
、
焦
点
を

「心

の
水
」
(世
阿

弥
の
造
語
)
に
絞

る
。
観
客
を
長
く
待
た

せ
て
か
ら
、

シ
テ
が
井
戸

の
中
を
覗

い
て
見
る
と
、
自
分

の
心
の
水
に
子
供

の
淡
い
恋
と
大
人

の
深

い
愛
と
自
分
と

夫
の
面
影
を
同
時
に
映
す

一
粒

の
砂
金
を
見
せ
る
。
ま
さ
し
く
、
待
た
さ
れ
る

だ
け
の
価
値

の
あ
る
瞬
間

で
は
あ
る
が
、
ど
れ
だ
け

「劇
的
な
」
瞬
間
だ
ろ
う

か
。
言

い
換
え
れ
ば
、
「
見
れ
ぽ
な

つ
か
し
や
、
わ
れ
な
が
ら
な

つ
か
し
や
」

と
い
う
、
感
動
的
な
言
葉
を
、
誰
が
言
う

の
だ
ろ
う

か
。
「
な

つ
か
し
や
」
は

勿
論
影
を
見
て
い
る
幽
霊
が
思
わ
ず

口
走

る
言
葉

で
あ
る
が
、
「見
れ
ぽ
」
は

ナ
レ
ー
タ
ー
の
三
人
称

の
言
葉

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
ラ

マ
性
の
殆
ど
な
い

こ
の
劇
の

一
番
劇
的
な
瞬
問

で
も
半
分
は
語
り
物
と
思
わ
れ
る
。
三
番
目
物
が

よ
く
過
去
と
記
憶

の
よ
う
な
、
内
面
的
な
ド
ラ
マ
を
繰
り
広
げ
る
が
、
『井
筒
』

は
そ
う
い
う
傾
向
を
極
度
な
ま
で
に
追
求

す
る
の
で
、
幽
玄
物

の
最
高
の
代
表

作
に
な

っ
て
い
る
。

「定
家
」

妄
執

の
喜
び
か

『定
家
』

は
、
矛
盾
だ
ら
け

の
、
慣
用
句

の
無
意
義
な
寄

せ
集
め
か
、
そ
れ
と

も
仏
教

の
救
済
を
片

っ
端
か
ら
否
定
し
て
、
人
間
の
情
熱

の
す
ば
ら
し
さ
を
肯

定
す
る
作
品
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
多
分
前
者

で
あ
る
と
思
う
が
、
と
す
る
と
、

ワ
キ
の
登
場
か
ら
地
謡

の
最
初

の
上
ゲ
歌

ま
で
の
美
し
い
場
面
が
勿
体
無
く
な

る
。三

番
目
物

の
面
白
さ
は
目

の
前

で
演
じ
ら
れ
る
劇
と
し
て
よ
り
も
、
思
い
出

と
し
て
述
べ
ら
れ
る

(も
し
く
は
謡
わ
れ
る
)
過
去

の
出
来
事

の
ポ

エ
ム
に
あ

る
。
『井
筒
』
は
勿
論
そ
う

い
う
曲
で
あ
る
が
、
『定
家
』
は
最
初
の
数
頁
は
そ

う
で
な
い
ら
し
い
。
普
通

の
旅
僧
と
違

っ
て
、
『定
家
』

の
北
国
僧

は

「笑
止

や
。
俄
か
に
時
雨
が
降
り
来
り
て
候
」
と
言

っ
て
、
何
も
知
ら
な
い
で
由
緒
の

ち
ん

あ
る

「時
雨
の
亭
」
に
入

っ
て
し
ま
う
。

シ
テ
の
説
明
を
聞

い
て
、
こ
こ
が
藤

原
定
家
と
関
係

の
あ
る
場
所
で
あ

っ
て
、
今
が
定
家
に
大
切
な
時
間
11
季
節

で

も
あ
る
と
分
か

っ
て
、
過
去
の
詩
人
と
今
の
自
分
と
の
間
に
深

い
縁
を
感
じ
る
。

「人
は
あ
だ
な
る
古
事
を
、
語
れ
ぽ
今
も
仮

の
世

に
、
他
生
の
縁

は
朽
ち
も
せ

ぬ
」
と
謡
う
。

そ
の
時
点
ま
で

『定
家
』

は

「縁
」
と
い
う
も

の
を
大
変
積
極
的
に
称
え
る
。

そ
れ
ぽ
か
り
で
な
く
、
過
去
そ
の
場
所

に
い
た
人
間
の
話
を
し
て
、
観
客
に
京

都

の
そ
の
場
所
と
そ
の
時
間
の
貴
さ
を
感
じ
さ
せ
る
ド
ラ
マ
に
も
な

っ
て
い
る
。

次

の
数
行
は
ワ
キ
と

シ
テ
の
出
会
い
の
あ
り
難
さ
を
謡
う
決
り
文
句
に
過
ぎ
な

い
が
、
定
家

の
時
雨
の
和
歌

の
雰
囲
気
を
借
り
る
の
で
、
普
通

の
、
悟
り
を
希

う
幽
霊
と
救
済

の
道
を
開

い
て
あ
げ
る
旅
僧

の
偶
然

の
出
会
い
を
超
え
て
、
現

代
に
生
き
て
い
る
観
客
達
と
定
家
の
短
歌

の
精
神

の
繋
が
り
を
強
く
感
じ
さ
せ

る
。
し
か
し
、
上
ゲ
歌
に
入
る
と
、
そ
う

い
う
繋
が
り
が
良
い
こ
と
だ
か
悪

い

こ
と
だ
か
曖
昧
に
な

っ
て
く
る
。

そ
れ
以
後
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
平
凡
な
妄
執
と
の
闘

い
に
な
る
よ
う
で
あ
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る
。
定
家

の
愛

の
激
し
い
妄
執

の
シ
ン
ボ

ル
の
定
家
葛
だ
け
が
特
徴

で
あ
る
。

そ
れ
も
僧

は
ま
ず

「
あ
ら
面
白
や
」
と
思

う
が
、
式
子
内
親
王
が
邪
婬

の
妄
執

か
ら
の
解
脱
を
苦
し
そ
う
に
訴
え
る
の
で
、
面
白
い
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。

僧

の
後
半
の
読
誦

の
力
で
葛
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
り
難
さ
の
あ
ま
り
、
消
、兄
て

な
く
な
る
は
ず

の
と
こ
ろ
を

シ
テ
が
昔

の
面
影
を
呼
び
起

こ
す

「
お
も
な

の

舞
」
11
恥
ず
か
し
い
舞
を
舞

っ
て
見
せ
る
。
そ
れ
で
も
消
え
て
な
く
な
ら
な
い
。

却

っ
て
恥
を
白
状
し
な
が
ら
、
定
家
葛

の
這
い
纏
は
る
塚
の
中
に
戻

っ
て
い

っ

て
、
無
の
境
地
を
無
視
し
て
生
存
中

の
妄

執
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
佐
成
謙
太
郎

は
こ
の
結
末
を

「類
型
を
破

っ
た
、
む
し
ろ
不
合
理
と
も
い
い
た
い
脚
色
」
と

誉

め
な
が

ら
批
判
す
る
が

(『謡
曲
大
観
』
第
三
巻

「定
家
」
の

〔概
評
〕)、
全

曲
を
、
人
間

の
縁
の
あ
り
難
さ
の
賛
美
歌
と
見
れ
ば
必
ず
し
も
不
合
理
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
妄
執

の
残
酷

さ
を
あ
ま
り
に
長

々
と
訴
え
る
の
で

全
体

の

「陰
惨
な
感

じ
」
(佐
成
)
は
賛
美

歌
か
ら
は
程
遠

い
も

の
で
あ
る
。

結
局
統

一
性

に
欠
け
る
作
品
だ
と
思
う
。

四
番

目
物

(狂
乱
物
)

「
三
井
寺
』

の
鐘

大
抵

の
狂
女
物
に
は
不
合
理
な
個
所
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
母
と
子
が
互

い
に
認
め
合
え
る
距
離
に
立

っ
て
い
て
も
、
認
め
合
う
ま
で
の
時
間
を
不
自
然

に
延
ぽ
し
て
、
狂
女
が
皆

の
前

で
狂

っ
て
見
せ
な
い
限
り
、
ど
ち
ら
も
何
も
言

わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
番
目
物

の

「
狂
」
と
い
う
も
の
は
現
代
で
い

う

「
狂
気
」
よ
り
も
、
強
い
感
情
を
舞

い
や
謡
や
楽
器

の
演
奏
で
面
白
お
か
し

く
見
せ
る
と

い
う

こ
と
で
、
ド
ラ
マ
よ
り
も
、
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
・
シ
ョ
ー
的
な

も

の
が

こ
う

い
う
能

の
中
心
で
あ
る
。

『三
井
寺
』

の
場
合
、
母
と
子
が
暗

い
場
所

に
居
る
か
ら
互

い
に
分
か
ら
な
い

の
が
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
以
上

の
よ
う
な
劇
的

構
成
の
弱
点
が
な
い
と
も

い
え
な

い
。
例
え
ば
、
母
親
が

「
わ
が
子
に
逢
は
む

と
思
は
ば
三
井
寺

へ
参
れ
と
あ
ら
た
に
御
霊
夢
」
を
見
た
と
、
正
確

に
言

い
表

せ
る
の
に
、
そ
の
夢
の
意
味
を
夢
卜
者

に
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
お
か
し
い
。
そ
し
て
、

ハ
ッ
ピ
ー

・
エ
ン
ド
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
も
、

再
会
し
た
親
子
が

「富
貴

の
家
と
な
り
に
け
り
」
と
突
然
に
述

べ
る
こ
と
に
な

る
。し

か
し
、

ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル

・
シ
ョ
ー
と
し
て
見
る
と
き
は

『
三
井
寺
』
は
賑

や
か
で
、
変
化
の
多

い
舞
台
を
観
客

の
前
で
繰
り
広
げ
る
、
良

い
も

の
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
の
統

一
性
も
あ
る
。
最
初

は
た
だ
、

二
段
目
で
作
り
物
と
し
て
し
か

出
て
こ
な
い
が
、
や
が

て
鐘
が
後
場
の
ポ

エ
ト
リ
ー
の
中
心
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ

て
、
狂
言
方
と

シ
テ
の
所
作
で
重
要
な
役
割
を
も
果
た
す
。
母
親
が
狂

っ
て
鐘

を
撞
か
な
け
れ
ば
子
と
巡
り
会
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
プ

ロ
ッ
ト
の
ポ
イ
ン
ト

も
重
要

で
あ
る
。

「卒
都
婆
小
町
」
i

禅
問
答
の
音
楽

「
問

答

ノ
為

メ

ニ
問

答

ヲ

ス

ル

ノ

ハ
議

論

の
為

メ

ニ
議

論

ヲ

ス

ル

ノ

ト
同
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舞台の彼方へ

ジ
ク
酔
興

ノ
沙
汰
ナ
リ
。
禅
坊
主

ニ
ハ
此
ノ
癖

ア
リ
ト
見

ユ
。
愚
ナ
ル
問

答

ヲ
ナ
ス
ヨ
リ
ア
ク
ビ

一
ッ
ス
ル
方

ガ
心
持

ヨ
キ
ナ
リ
」
(夏
目
漱
石
、
森

大
狂
編
纂

『校
補
点
註
続
禅
門
法
語
集
』
書
込
み
、
漱
石
全
集

一
九
九
七
年
版

二
七
巻
四
二
一
頁
)。

『卒
都
婆
小
町
』

の
大
半
は

一
種

の
禅
問
答

で
あ
る
が
、
傲
慢
同
士

の
問
答
で

あ
る
の
で
悟
り

の
境
地
か
ら
は
程
遠
い
。
小
町
は
勿
論
自
分
の
頭

の
良
さ
を
坊

主
た
ち
に
見
せ
よ
う
と
す
る

「増
上
慢
」

の
女
で
あ
る
が
、
坊
主
た
ち
も

「生

ま
れ
ぬ
先

の
身
を
知
」
る
者
と
自
己
満
足

を
し
て
い
る
。
結
末
は
あ
り
き
た
り

の

「本
来

一
物
な
き
時
は
仏
も
衆
生
も
隔

て
な
し
」
で
、

ア
ク
ビ

一
つ
に
も
値

し
な

い
。
問
答
の
内
容
よ
り
、
参
加
者
の
態
度
が
大
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
問

答
の
た
め
の
問
答
で
な
く
、
劇

の
為
、
音
楽

の
為
、
人
物
描
写
の
為

つ
ま

り
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
為

の
問
答
で
あ
る
。
禅
問
答
の
形
を
借
り
て
、

作
者

(達
?
)
は
大
変
面
白
く
て
、
独
特

な
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル

・
シ
ョ
ー
を
書

い

た
の
で
あ
る
。

殊
に
他

の
能
と
違
う
ポ
イ

ン
ト
は
人
物
描
写

に
重
き
を
置

い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
神

で
も
幽
霊
で
も
鬼
で
も
な
い
、
普
通

の
人
間
を
扱
う
こ
と
が
多

い
四

番
目
物

の
中

で
も
、
小
町
ほ
ど

「面
白

い
人
物
」
を
印
象
付
け
る

シ
テ
が
他

に

あ
る
だ
ろ
う
か
。
『卒
都
婆
小
町
』
は
複
雑
な
人
間
と
し
て
舞
台
を
満

た
す
。

過
去
も
面
白

い
し
、
傲
慢
と
恥
と
罪

の
意
識

の
あ
る
、
昔

の
面
影
を
残
す
、
零

落
し
た
老
婆

の
現
在
も
面
白

い
。
勿
論
、
女
性
で
あ
る
か
ら
、
問
答
で
勝

っ
た

罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誇
り
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
か
ら
恥
ず
か
し

い
思

い
出
が
溢
れ
出
る
。
そ
し
て
直
ぐ
、
昔
愚
弄
し
た
恋
人
の
魂
が
乗
り
移

っ

て
小
町
を
虐
待
す
る
。
し
ん
み
り
と
し
た
、
老
女
を
取
り
扱

っ
た
曲

に
し
て
は

変
化

の
多

い
、
賑
や
か
な
作
品
で
あ
る
。

面
白

い
こ
と
に
、
各

々
の
段
が

「禅
」
問
答
の
形
式

で
、
多
彩
な
掛
ケ
合
が

多

い
。
破
の
二
段

の
長
い
長

い
掛
ケ
合
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
続
き
の
や
り
取

り
、
次

の
名
ノ
リ
グ
リ
以
降

の
交
代
す
る
色

々
な
歌
と

ロ
ン
ギ
そ
し
て
問
答
、

イ

ロ
エ
の
後
の

ロ
ン
ギ
式

の
謡

で
は
、

シ
テ

一
人
主
義
と
違
う
趣
が
濃

い
こ
の

作
品
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
ビ
デ
オ
も
見
な
い
で
英
訳
で
テ
キ
ス
ト
だ
け
読
む
ア

メ
リ
カ
人
学
生
を
魅
了
す
る
。
小
町
像
は
勿
論
、
こ
の
曲

の

「音
楽
」
も
言
葉

を
通
し
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「弱
法
師
」

内
部
生
命

お
涙
頂
戴
の
四
番
目
物
の
人
情
物

に
な
り
か
ね
な
か

っ
た
、
盲
目
の
芸
人
話

の

『弱
法
師
』
に
は

「
主
人
公

の
性
格
取
扱
に
於

て
特
異
な
も

の
が
あ

る
」

(佐
成

『謡
曲
大
観
』
第
五
巻

「弱
法
師
」
の

〔概
評
〕)
の
で
、
全
体
と
し
て
明

る
い
ム
ー
ド
を
展
開
す
る
。
主
人
公
の
性
格
描
写
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
点
に

お
い
て
は
、
『卒
都
婆
小
町
』
と
同
様
に
珍
し
い
能
作
品
で
あ
る
。

佐
成

に
よ
れ
ば
、
俊
徳
丸
は

「
父
に
捨
て
ら
れ
て
盲
目
と
な

っ
た
可
憐
児
で

あ
る
。
し
か
し
梅
が
香
に
心
留
め
る
雅
情
を
失

っ
て
い
な

い
。
日
想
観
を
拝
ん

で
、
浦

々
の
景
致
を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
風
流
者

で
…
…
寂
し
く
て
や
さ
し
い
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性
格
な

の
で
あ
る
」。
自
分

の
暗

い
運
命
を
嘆
く
よ
り
、
心

の
中
で
は

っ
き
り

と
見
ら
れ
る
風
景

の
美
し
さ
を
謡

っ
て
、
仏
法
の
明
る
さ
と
芳
し
さ
を
賛
美
す

る
。
『弱
法
師
』
は
親
子

の
メ

ロ
ド
ラ

マ
の
葛
藤
を
展
開
さ
せ
る
よ
り
、
風
景

を
描
写
し
た
り
し
て
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
あ
る
い
は
観
客

の
頭
の
中
に
浮

か
ば
せ
る

(俊
徳
丸
の
内
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
こ
と
が
観
客
に
と
っ
て
、
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
)。
天
王
寺

の
歴
史

と
伝
説
を
も
述

べ
た
り
す
る
の
で
、

テ
キ
ス
ト
が
幾
ら
か
退
屈
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
体

の
雰
囲
気
は
普
通

の
四
番
目
物
と
違

っ
て
、
肯
定
的
な
初
番

目
物
の
仏
教
版
と
も
言
え
な
く
も
な

い
。
俊
徳
丸

の

「狂
ひ
」
は
内
部
生
命

の
喜
び
で
あ
る
。
舞
台
で
見
て
も
弱
法

師
面
も
曲
全
体

の
特
別
な
情
緒
を

一
瞬

に
伝
え
る
。

リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
ド
ラ
マ
だ

っ
た
ら
、
俊
徳
丸
を
讒
謗
し
た

「
さ
る
人
」

は
誰

で
あ

っ
た
か
?

讒
言
そ

の
も

の
は
ど
う

い
う
内
容

の
も

の
で
あ

っ
た

か
?

俊
徳
丸
が
盲
目
に
な

っ
た
医
学
的

な
原
因
は
何
で
あ

っ
た
か
、
ど
う
し

て
初
め
に
父
親
が
自
分

の
子
だ
と
分
か
ら
な
か

っ
た
の
か
、
な
ど
な
ど
、
知
り

た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
が
、
甘
く
て
、
清
ら
か
な
主
人
公

の
イ
メ
ー
ジ
が
主

眼
で
あ

る
。
『井
筒
』
は
普
遍
的
な
人
間

の

「
心
の
水
」

の
深

み
に
潜

る
が
、

『弱
法
師
』
は
俊
徳
丸
と

い
う
架
空
人
物

の

一
個
人

の
内
部
生
命

の
反
映
で
、

人
生

の
意
味

の
在
り
か
を
見
せ
る
。

四
番

目
物

(遊
樂
物
)

『邯
鄲
」

人
生

一
瞬

あ
る
程
度
年
を
取

っ
て
み
な
い
と

『邯
鄲
』
の
意
味
を
、
頭
だ
け
で
は
な
く
、

肌
で
、
体
で
、
分
か
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
振
り
返

っ
て
、

一
瞬

の

う
ち
に
過
去
三
十
年

四
十
年
五
十
年

の
こ
と
を
思

い
起

こ
す
こ
と
の
出
来
な
い

若

い
人
に
は
、
年
月
の
経
過

の
速
さ
、
人
生
の
短
さ
と
い
う
言
葉

に
実
感
が
湧

い
て
く
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
は
勿
論
良

い
こ
と
で
、
若
者
が
人
生
を
年
寄
り

の
よ
う
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
本
当

に
出
来
た
ら
、
発
狂
者
や
自
殺
者
や

出
家
の
数
が
増
え
る
ば
か
り
で
、
人
類

に
進
歩
と
い
う
も
の
が
完
全
に
な
く
な

る
で
あ
ろ
う

(
『邯
鄲
』
の
若
者
が
人
生
の
冒
険
を
断
念
し
て
家
に
帰
る
よ
う
に
)。

未
来

の
不
可
知
さ
と
過
去

の
不
可
避
さ
が
、
我

々
が

「時
間
」
と
い
う
も

の
を

経
験
す
る
、
最
も
基
本
的
な
事
実
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
人
生

の
実
感
を
再
現

し
よ
う
と
す
る
小
説
は
、
そ
う
い
う
認
識
を
読
者

に
感
じ
さ
せ
な
い
と
失
敗
作

に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
長
生
き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

一
瞬
で
思

い
起
こ
せ
る
生

涯
の
長
さ
が
拡
大
す
る

一
方
で
、
生
涯
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
短
く
感
じ
る

の
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ

る
。
大
変
簡
潔
な
構
造

で

『邯
鄲
』
は
舞
台

の
上

で

(そ
う
し
て
観
客
の
頭
の
中
で
)
そ
う

い
う
認
識
を
再
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
人

生
の
根
本
原
理
の

一
つ
を

『邯
鄲
』
ほ
ど
的
確

に
掴
ん
だ
芸
術
作
品
は
あ
ま
り

な
い
。

四
番

目
物

(遊
樂
執
心
物
)

「松
虫
」

夜
の
バ
ー
テ
ン

『松
虫
』

は
男
同
士
の
世
界
を
繰
り
広
げ
る
。
現
代
で
は
テ
レ
ビ

の
ビ
ー
ル
の
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舞台の彼方へ

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
雰
囲
気
や
、
激
し
い
試
合

の
あ
と
選
手
が
抱
き
合

っ
て
喜
ぶ

光
景
な
ど
を
思
い
起
こ
す
、
中
世

の
作
品

で
あ
る
。
ワ
キ
も
普
通
の
旅
僧

で
な

く
て
、
中
世

の

"
バ
ー
テ
ン
"
で
あ
る
。
幽
霊
を
呼
び
出
す

に
は
お
経
を
上
げ

る
が
、
成
仏
す
る
ど
こ
ろ
か
、

二
人
は
友
達
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
、
ま
す
ま
す

友
情
を
濃
く
す
る
。
日
本
の
古
典
芸
能
だ

か
ら
、
季
節
の
感
じ
を
も
効
果
的

に

使
う
が

『松
虫
』

の
根
本
的
な

ム
ー
ド
は

フ
ラ
ン
ク

・
シ
ナ
ト
ラ
や
ト

ニ
ー

・

ベ
ネ

ッ
ト
が
昔
歌

っ
て
い
た
し
ん
み
り
と

し
た
、
主
人
公
が

「
夜
も
す
が
ら
」

飲
み
な
が
ら
バ
ー
テ
ソ
に
、
な
く
し
た
恋
人

の
話
を
す
る
、
「O
コ
①

国
o居

]≦
賓

しd
p
g

」
と
い
う
歌
に
よ
く
似

て
い
る
。

四
番

目
物

(怨
霊
物
)

「
藤
戸
』

戦
争
の
犠
牲
者

『藤
戸
』
は
二
つ
の
強
烈
な
イ

メ
ー
ジ
を
観
客

の
頭
に
焼
き
付
け
る
。

一
つ
は

我
が
子
を
殺
し
た
軍
人
か
ら
自
分

の
死
を
要
求
す
る
母
親
で
、
も
う

一
つ
は
自

分
を
無
意
味

に
殺
し
た
軍
人
に
対
し
て
恨

み
を
吐
き
出
す
、
そ
の
子

の
幽
霊

で

あ
る
。
戦
争

の
参
加
者
は
軍
人
同
士
で
あ

る
が
、
戦
争
の
犠
牲
者
は
大
抵
普
通

の
人
で
あ
る
。
『平
家
物
語
』

の
創
作
者

に
は
そ
れ
は
分

か
ら
な
か

っ
た
が
、

『藤
戸
』
の
作
者
に
は
あ
り
あ
り
と
分
か

っ
た
。
そ
う

い
う
認
識

の
変
化

に
は

三
百
年
か
か

っ
た
が
、
さ
ら
に
六
百
年
経

っ
た
今

に
な

っ
て
も
、
残
念
な
こ
と

に
、
『藤
戸
』

の
イ

メ
ー
ジ
は
そ

の
ま
ま
鮮
や
か
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー

ス
で
は
、
我
が
子
を
奪
わ
れ
た
世
界
中

の
母
親
達

の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う

い
う
現
実
が
あ
ま
り
に
も
生

々
し
い
の
で
、
現
代

の
観
客

は
、
『藤
戸
』

の
仏
教
的
な
和
平

の
結
末
に
ど
れ
だ
け
の
満
足
感
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

五
番

目
物

(切
能
物
)

「
山

姥

」

大

自

然

の

凄

み

五
番

目
物

で

は
、

怖

い
鬼

が

よ

く

出

る
が

、

全

体

と

し

て
、

五
番

目
物

の

ム

ー
ド

は

恐

怖

と

い
う

よ

り

、

オ

ー

(蝉
鬢
①
)

で
あ

る
。

亳

Φ
び
曾
臼

英

英

辞

典

で

は

、

、、蝉
芝
Φ
.、
の
定

義

は

こ
う

な

っ
て

い

る

".、Φ
日
o
口
o
昌

ぎ

≦
三
〇
げ

◎
『
①
鋤
ρ

<
8

奠

讐

一〇
戸

餌
コ
創

≦
o
ロ
ロ
Φ
『

蝉
同
Φ

<
費

一〇
昜

ξ

日
ぎ
ひq
す
臼

簿
ω

『

hΦ
髯

h
巳

お

く
臼

8

8

ぎ
ω
且
「
巴

9

◎
①
ξ

o
同
9

ω
o
目
①
け三
お

ω
鋤
臼
①
α

o
「
目
く
ω
け
9

-

〇
二
ρ

げ
"
ω
号

目
δ
ω
貯
Φ

鋤
邑

鋤
住
ヨ
三

コ
ひq

h
Φ
贄

ヨ
ω
b
貯
巴

σ
《

9。
⊆
9

0
簿

《

o
同

づ
o
乏
①
气

、
..鋤
≦
Φ
."
に
当

た

る

日
本

語

は

「
畏

敬

」

が

一
番

近

い

よ
う

で
あ

る

。

小

学

館

の

『
国

語

大

辞

典

』

に

よ

る

と

「
畏

敬

」

の
定

義

は

「
偉

大

な

人

や

権

力

の
あ

る
人

を

、

お

そ

れ

う

や

ま

う

こ

と
」

と

な

っ
て

い

て

、

『
広

辞

苑

』

は

た

だ

、

「
(崇

高

・
偉

大

な

も

の
を
)

か

し

こ

ま

り

敬

う

こ

と

」

と

あ

る
が

、

前

者

の
用

例

は
矢

野

龍

渓

の

『
経

国

美

談

』

か

ら
始

ま

る

の

で
、

明

治

以

後

の
翻

訳

語

で
あ

る

に

違

い

な

い
。

五

番

目

物

の

B

-
タ

イ

プ

(ω
⊆
σ
邑

ωω
ぞ
Φ

鋤
民

巴

自

ユ
ロ
ひq
賊$

ユ

霧
且
お
自
び
く
躄

夢
○
導

《
o
同
o
o
芝
9
)

の
良

い
例

は

『
威

陽

宮

』

で
あ

る
。

鬼

も

怪

物

も

妖

怪

も

出

な

い
が

、

中

国

的

な

ス

ケ

ー

ル

の
大

き

さ

で

圧

倒

す

る
凄

み
が

あ

る
。

最

後

の
付

祝

言

を

除

い
た

ら

、

五
番

目

物

は
、

一
日

の
プ

ロ
グ

ラ

ム

の
最

後

の
曲

だ

か

ら

、

観

客

に
良

い
気

持

ち

を
抱

か

せ

る

の
が
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ポ
イ
ソ
ト
で
、
少
し
驚
か
せ
て
か
ら
崇
高

な
ム
ー
ド
で
劇
場
か
ら
帰

っ
て
も
ら

う
。『山

姥
』
で
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
も

「
鬼
」
の
怖
さ
も
加
わ

っ
て
、
広
く
て
、

深
く
て
、
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
が
観
客

の
目

で

(そ
し
て
頭
の
中
で
)
展
開
さ
れ

る
。
色
々
な
問
題
点
が
こ
の
曲

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
姥
と
い
う

も

の
は
怖
い
も

の
な
の
か
、
や
さ
し
い
も

の
な
の
か
。
悟
り
を
開

い
た
も
の
な

の
か
、
そ
れ
と
も
永
遠
に
迷
い
の
雲
を
曳

い
て
い
る
も
の
な
の
か
。
「本
当
」

の
山
姥

は
女
曲
舞

の

「百
ま
山
姥
」
と
い
う
人
物
と
ど
う
い
う
関
係

に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
仏
教
思
想
と
自
然
界
の
描
写

の
関
係
は
ど
う
い
う
も

の
な
の
だ
ろ

う
か
。

こ
う

い
う
問
題
は
み
な
何
ら
か
の
形
で
、
小
さ
な
人
間
が
偉
大
な
る
風

景

に
直
面
し
て
い
る
時

に
感
じ
る
、
「あ

ら
物
凄

の
深
谷
や
な
」
と
い
う
よ
う

な
気
持
ち
に
帰
着
す
る
。
例
え
ば
グ
ラ
ン
ド

・
キ
ャ
ニ
オ
ソ
の
よ
う
な
、
想
像

を
絶
す
る
自
然
現
象
を
前
に
す
る
と
、

一
人
の
人
間
が
無
意
味
な
ち

っ
ぽ
け
な

虫
に
過
ぎ
な

い
と
思

っ
た
り
、
自
分
が
大
自
然
と
合
体
し
て
、
時
間
と
空
間
を

超
え
た
境
地
に
達
し
た
り
す
る
、
矛
盾
し
た
反
応
を
経
験
す
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
。
『山
姥
』
の
自
然
観
と
宗
教
観
は
、
「
山
ま
た
山

に
山
廻
り
、
山
ま
た
山
に

山
廻
り
」
と
い
う
、
音
楽
的
な
言
葉
で
表

現
さ
れ
る
、

こ
の
複
雑
な
気
持
ち
か

ら
成
り
立

っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
級

の
能
楽
で
も
あ
り
、
世
界
的
文
学
で
も

あ
る
。
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