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中
世
後
期
初
頭
の
能
役
者
で
あ
る
世
阿
弥
（
一
三
六
四
︱
一
四
三
六
以
降
）

が
編
纂
し
た
能
楽
伝
書
﹃
風ふ
う

姿し

花か

伝で
ん

﹄
は
︑
年
来
稽
古
・
物
学
・
問
答
・
神

儀
・
奥
義
の
五
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
本
稿
の
テ
ー
マ
と
す
る

神
儀
篇
（
以
下
書
名
を
冠
せ
ず
﹁
神
儀
篇
﹂
と
略
称
す
る
）
は
︑
そ
の
提
示
す
る

話
題
の
面
か
ら
言
え
ば
︑
猿
楽
の
神
代
・
仏
在
所
の
起
源
か
ら
日
本
古
代
に
お

け
る
来
歴
︑
世
阿
弥
当
時
の
近
畿
各
地
に
お
け
る
主
な
猿
楽
の
座
の
構
成
・
所

属
に
至
る
ま
で
を
説
い
た
伝
書
で
あ
る
︒
同
篇
の
性
格
は
︑
能
役
者
の
藝
や
催

し
の
在
り
か
た
を
説
い
た
同
書
の
他
篇
︑
及
び
同
書
と
成
立
の
う
え
で
密
接
な

関
係
に
あ
る
﹃
花
伝
﹄
花
修
篇
・
別
紙
口
伝（

1
）

と
は
趣
が
異
な
る
と
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
︒
た
と
え
ば
能
勢
朝
次
氏
は
︑﹁
猿
楽
者
流
の
家
に
伝
は
る
伝

説
の
記
述
﹂
で
あ
り
﹁
能
楽
論
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
﹂
と
述
べ（

2
）

︑
表
章

氏
は
︑﹁
独
立
し
た
猿
楽
縁
起
説
﹂
で
あ
り
︑
内
容
も
文
体
も
他
篇
と
は
異
質

で
あ
る
と
概
説
す
る（

3
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
は
猿
楽
（
ま
た
は
大
和
猿
楽
）

の
﹁
伝
説
﹂﹁
縁
起
説
﹂﹁
猿
楽
史
﹂
を
記
述
し
た
伝
書
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

き
た（

4
）

︒
従
来
の
神
儀
篇
を
活
用
し
た
研
究
も
︑
そ
こ
に
綴
り
合
わ
せ
ら
れ
た
猿

楽
の
由
緒
来
歴
説（

5
）

の
個
々
の
内
容
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
能
楽
や
関
連
藝
能
の

史
実
︑
説
話
の
伝
承
史
を
推
測
す
る
藝
能
史
研
究
・
説
話
史
研
究
︑
も
し
く
は

民
俗
学
的
研
究
の
資
料
と
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
き
た（

6
）

︒

　
し
か
し
︑
神
儀
篇
の
性
格
を
見
き
わ
め
る
基
礎
と
な
る
は
ず
の
同
篇
の
文
献

『
風
姿
花
伝
』
神
儀
篇
の
成
立
経
緯
と
著
述
の
意
図

―
―
「
申
楽
」
命
名
説
を
軸
と
し
て

重
田
み
ち
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学
的
研
究
は
︑
著
者
が
世
阿
弥
自
身
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
た
論（

7
）

や
︑
成
立
に

関
す
る
推
測（

8
）

が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
︑
い
ま
だ
に
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
由
緒
来
歴
説
の
な
か
に
は
明
ら
か
に
世
阿
弥

周
辺
の
猿
楽
関
連
伝
承
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
︑
記
紀
や

﹃
賢
愚
経
﹄
所
収
説
話
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄﹁
辨
散
楽
﹂
等
に
由
来
す
る
と
す
る
説

が
あ
り（

9
）

︑
そ
れ
ら
の
学
識
を
有
す
る
知
識
人
が
世
阿
弥
に
協
力
し
た
の
で
は
な

い
か
と
の
表
章
氏
の
推
測
が
示
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
こ
の
表
氏
説
は
︑
換
言
す
れ
ば
︑

同
篇
著
述
の
際
に
知
識
人
の
力
を
借
り
て
﹁
伝
承
﹂
の
創
作
や
既
成
の
説
の
意

図
的
変
形
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
神
儀
篇

は
猿
楽
の
既
成
の
伝
承
を
素
朴
に
叙
述
し
た
だ
け
の
伝
書
か
ど
う
か
と
い
う
︑

同
篇
の
性
格
把
握
を
左
右
す
る
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
り
︑
右
に
述
べ
た

藝
能
史
・
説
話
史
等
諸
研
究
に
際
し
て
の
資
料
的
位
置
付
け
に
も
か
か
わ
る
こ

と
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
︑
表
氏
自
身
と
く
に
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑

知
識
人
の
関
与
の
当
否
や
古
典
籍
の
内
容
が
取
り
込
ま
れ
た
経
緯
に
関
す
る

個
々
の
具
体
的
な
考
証
も
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
表
氏
は
神
儀
篇
の
成
立

を
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
以
後
の
可
能
性
が
強
い
と
述
べ
な
が
ら
も（

11
）

︑

﹁
断
定
﹂
せ
ず
︑﹁
遠
慮
し
た
結
論
﹂
と
し
て
そ
の
積
極
的
な
主
張
を
躊
ち
ゅ
う
躇ち
ょ
し
て

い
る
が（

12
）

︑
そ
れ
は
︑
後
述
す
る
直
接
の
理
由
以
外
に
︑
成
立
の
問
題
と
連
鎖
す

る
右
の
よ
う
な
同
篇
の
著
者
や
性
格
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
証
が
十
分
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
遠
因
し
て
い
る（

13
）

︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑

あ
ら
た
め
て
具
体
的
な
考
証
・
考
察
を
行
う
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
表
氏
の
推
測
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
含
め
︑
神
儀
篇
の

著
者
︑
成
立
時
期
︑
由
緒
来
歴
説
の
性
格
等
︑
こ
れ
ら
の
問
題
の
一
端
を
取
り

上
げ
て
論
じ
た
い
︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
性
質
上
︑
関
連
す
る
複
数
の

表
氏
説
に
多
々
言
及
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒

　
ま
た
そ
れ
に
あ
た
り
︑
神
儀
篇
第
三
条
に
見
え
る
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
い
う

べ
き
説
に
︑
と
く
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
説
は
︑
上
宮
太
子
が
こ
の
藝
能
を

﹁
さ
る
が
く
﹂
と
命
名
し
︑
そ
れ
は
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
（
一
般

的
な
﹁
猿
楽
﹂
の
表
記
は
本
来
的
で
は
な
い
）
と
説
く
も
の
で
あ
る
︒
猿
楽
（﹁
申

楽
﹂）
の
由
緒
来
歴
を
何
ら
か
の
観
点
か
ら
叙
述
す
る
神
儀
篇
に
お
い
て
︑
こ

の
説
が
全
体
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
︒
ま
た
︑
上

述
し
た
表
章
氏
に
よ
る
神
儀
篇
の
著
述
に
知
識
人
の
協
力
が
あ
っ
た
と
の
推
測

に
あ
た
っ
て
眼
目
と
な
っ
た
説
で
も
あ
り
︑
上
記
の
問
題
を
考
え
る
際
に
︑
重

要
な
鍵
を
握
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
も
考
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
全
体
の
軸
と
し
て
︑
神
儀
篇
の
成
立
や
こ
の
説
自
体
の
典

拠
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
従
来
神
儀
篇
の
性
格
は
﹁
伝
説
﹂﹁
縁
起
説
﹂

﹁
猿
楽
史
﹂
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
そ
れ
を
世
阿
弥
の
思
想

が
あ
ら
わ
れ
た
著
述
と
し
て
読
む
試
み
は
︑
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

同
篇
の
著
者
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
︑
そ
れ
を
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の

一
篇
に
位
置
付
け
た
の
が
世
阿
弥
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
︒
し
か
も
神
儀
篇
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の
著
述
目
的
と
し
て
︑
猿
楽
（﹁
申
楽
﹂）
へ
の
比
較
的
素
朴
な
矜
き
ょ
う

恃じ

や
神
聖
視

の
た
め
に
︑
そ
の
由
緒
来
歴
説
を
ま
と
め
て
叙
述
し
た
と
す
る
見
か
た
が
仮
に

当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
性
格
は
︑﹃
花
伝
﹄﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
他
篇
に
見

出
さ
れ
る
新
奇
性
や
独
自
の
発
想
と
は
相
当
に
か
け
離
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
点
に
注
意
す
る
な
ら
ば
︑
世
阿
弥
が
関
与
し
た
一
篇

と
し
て
︑
神
儀
篇
の
性
格
そ
の
も
の
を
一
か
ら
見
直
す
余
地
が
生
じ
よ
う
︒
し

た
が
っ
て
本
稿
で
は
︑
神
儀
篇
に
一
篇
を
貫
く
ど
の
よ
う
な
意
図
が
は
た
ら
い

て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
同
篇
の
由
緒
来
歴
を
示
す

個
々
の
説
が
︑
何
の
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
に
相
互
に
並
び
︑
結

び
つ
け
ら
れ
︑
最
終
的
に
は
何
を
説
く
こ
と
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
︑

文
脈
の
読
解
を
試
み
た
い
︒
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
を
世
阿
弥
独
自

の
論
や
主
張
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
字
義
ど
お
り
の
藝
道
論
︑
能
楽
論
と
し
て
と

ら
え
る
可
能
性
が
な
い
か
を
考
え
︑
そ
の
著
述
の
意
図
や
﹃
風
姿
花
伝
﹄
に
お

け
る
役
割
の
問
題
に
つ
い
て
も
再
考
し
た
い
︒

　
な
お
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
手
順
と
し
て
︑
本
稿
前
半
で
は
神
儀
篇
の

成
立
時
期
や
そ
の
著
者
︑
説
の
形
成
に
つ
い
て
考
証
・
推
測
を
行
い
（
第
一
節

︱
第
四
節
）︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
後
半
に
同
篇
の
主
旨
や
能
楽
論
・
藝
道
論

と
し
て
の
意
味
︑
著
述
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
五
節
︱
第
七
節
）︒

一
　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
―
―
「
申
楽
」
表
記
は
応
永
二
十
五
年
以
後
か

　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
︑
具
体
的
に
論
じ
た
唯
一
の
説
と
言
っ
て
よ

い
の
は
︑
序
に
触
れ
た
︑
表
章
氏
に
よ
る
応
永
二
十
五
年
以
後
に
著
述
さ
れ
た

可
能
性
の
指
摘
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
表
氏
は
︑
そ
の
結

論
を
断
定
せ
ず
躊
躇
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
本
節
で
は
︑
こ
の
表
氏
説
を
検

討
し
︑
そ
の
指
摘
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
い
︒

　
こ
の
表
氏
説
の
根
拠
は
︑
序
に
述
べ
た
第
三
条
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
︑
す
な

わ
ち
次
の
一
節
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
（
以
下
こ
の
説
を
そ
の
よ
う
に
称
す

る
）︒　

上
宮
太
子
︑
天
下
す
こ
し
さ
は
り
あ
り
し
時
︑
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例

に
任
て
︑
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
彼
河
勝
に
お
ほ
せ
て
︑
お
な
じ
く

六
十
六
番
の
面
を
御
作
に
て
︑
即
河
勝
に
あ
た
へ
た
ま
ふ
︒
橘
の
大
裏
し

し
ん
殿
に
て
こ
れ
を
懃
ず
︒
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な
り
︒︹
第
三

条
第
四
段
︺

　
上
宮
太
子
︑
末
代
の
為
︑
神
楽
な
り
し
を
︑﹁
神
﹂
と
い
ふ
字
の
片
を

の
け
て
︑
つ
く
り
を
の
こ
し
給
ふ
︒
こ
れ
︑
日
よ
み
の
﹁
申
﹂
な
る
が
ゆ

え
に
︑﹁
申
楽
﹂
と
名
付
︒
則
︑
た
の
し
み
を
申
に
よ
り
て
な
り
︒
又
は

神
楽
を
わ
く
れ
ば
な
り
︒

（
14
）

︹
第
三
条
第
五
段
︺
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上
宮
太
子
が
秦
河
勝
に
演
じ
さ
せ
た
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
︑﹁
神
﹂
字
の
旁
つ
く
り

を
採
っ
て
﹁
申
楽
﹂（
さ
る
が
く
）
と
命
名
し
た
こ
と
を
述
べ
る
右
の
説
は
︑

猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
に
由
来
す
る
と
説
く
第
一
条
の
神
代
起
源
説（

15
）

を
承う

け
た
藝
能

の
名
称
由
来
説
で
あ
る
︒
序
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
説
の
特
徴
は
﹁
さ
る
が

く
﹂
を
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
り
︑
世
阿
弥
以
前
の

文
献
に
は
︑
こ
の
類
の
説
や
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
︑
世
阿
弥
周
辺
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
説
と
考
え
ら
れ
る
︒
表
氏
は
︑

世
阿
弥
が
一
般
の
﹁
猿
楽
﹂
表
記
と
異
な
る
こ
の
説
を
主
張
し
始
め
た
の
が
い

つ
頃
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
︑
約
二
十
種
の
世
阿
弥
伝
書
す
べ
て
を
対
象
に
︑

﹁
さ
る
が
く
﹂
の
用
例
の
表
記
を
精
査
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
応
永
二
十
年

代
後
半
以
降
に
完
成
し
た
と
表
氏
が
推
定
す
る
現
存
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄

（
16
）

に
は

﹁
申
楽
﹂
表
記
の
例
が
多
く
︑
な
か
で
も
神
儀
篇
で
は
全
用
例
が
そ
れ
に
該
当

す
る
の
に
対
し
︑
応
永
二
十
五
年
ま
で
に
相
伝
し
た
と
見
て
よ
い
伝
書
の
用
例

は
す
べ
て
仮
名
書
き
で
あ
り
﹁
申
楽
﹂
表
記
へ
の
関
心
が
う
か
が
わ
れ
な
い
こ

と
か
ら
︑
表
氏
は
︑
神
儀
篇
の
著
述
が
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
に
行
わ
れ
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
︑
表
氏
が
こ
の
結
論
の
断
定
を
控
え
た
直
接
の
理
由
は
︑
第
一

に
︑﹃
花
鏡
﹄
現
存
本
の
う
ち
応
永
二
十
五
年
以
前
に
世
阿
弥
が
著
述
し
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
条
々
に
も
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
し
た
例
が
見
え
る
こ
と
︑
第
二

に
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
以
後
の
著
述
で
あ
る
﹃
拾
玉
得
花
﹄﹃
習
道
書
﹄
の
用

例
に
は
﹁
申
楽
﹂
表
記
が
案
外
少
な
く
仮
名
書
き
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
仮
名
書

き
の
用
例
が
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
以
前
を
示
す
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
の
懸
念
を

生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
考
え
る
に
︑
第
一
に
つ
い
て
は
︑
著
述
時
期

は
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
も
︑﹃
花
鏡
﹄
現
存
本
が
実
際
に
書
写
さ
れ
た
の
は
︑

そ
の
奥
書
が
記
さ
れ
た
応
永
三
十
一
年
頃
で
あ
り
︑
同
二
十
五
年
よ
り
も
は
る

か
に
後
年
で
あ
る
︒
ま
た
第
二
に
つ
い
て
は
︑﹃
拾
玉
得
花
﹄﹃
習
道
書
﹄
に
は

仮
名
表
記
も
見
ら
れ
る
が
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑

こ
れ
ら
の
現
象
は
先
の
表
氏
の
調
査
結
果
と
と
く
に
矛
盾
し
な
い
︒
そ
れ
に
対

し
︑
上
述
し
た
よ
う
に
︑
応
永
二
十
五
年
ま
で
に
書
写
し
た
伝
書
と
現
存
本

﹃
風
姿
花
伝
﹄
と
の
表
記
と
の
差
は
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
へ
の
意
識
の
有
無
を
歴
然

と
示
し
て
い
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が
考
案
さ
れ
神
儀
篇
の

一
部
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
は
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
と
見
て
差
し
支
え
な
い

と
考
え
る
︒

　
こ
の
こ
と
は
︑
現
存
す
る
神
儀
篇
全
体
の
成
立
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
︒

つ
ま
り
︑
表
氏
が
躊
躇
し
た
説
を
以
上
の
よ
う
に
検
討
す
れ
ば
︑
同
篇
全
体
の

成
立
時
期
も
︑
同
じ
く
応
永
二
十
五
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
︒
一
方
︑
神
儀
篇

を
含
む
﹃
風
姿
花
伝
﹄
全
体
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
表
氏
は
︑
同
書
書
名
に
見

え
る
﹁
風
姿
﹂
の
語
が
︑
他
の
世
阿
弥
伝
書
で
は
﹃
至
花
道
﹄（
応
永
二
十
七

年
六
月
奥
書
）
の
頃
よ
り
現
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
応
永
二
十
七
年
頃

を
そ
の
上
限
で
あ
る
と
考
え
︑
同
年
か
ら
応
永
三
十
年
頃
を
︑
同
書
と
と
も
に

神
儀
篇
の
成
立
時
期
で
も
あ
る
と
︑
や
は
り
断
定
を
躊
躇
し
な
が
ら
も
ひ
と
ま



『風姿花伝』神儀篇の成立経緯と著述の意図――「申楽」命名説を軸として

55

ず
の
推
定
を
し
て
い
る（

17
）

︒
し
か
し
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
時
期
に
つ
い
て
︑
筆

者
は
右
表
氏
説
と
異
な
り
︑
応
永
二
十
七
年
六
月
（﹃
至
花
道
﹄
相
伝
期
）
以
前

で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る（

18
）

︒﹃
至
花
道
﹄
を
含
め
︑
そ
の
頃
か
ら
の
世
阿
弥

伝
書
に
字
音
語
造
語
を
多
用
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
︑﹃
風
姿
花

伝
﹄
に
は
世
阿
弥
自
身
が
後
補
し
た
箇
所
を
含
め
て
そ
の
特
徴
が
な
い
こ
と
が
︑

そ
の
理
由
で
あ
る
︒﹁
風
姿
﹂
の
語
に
つ
い
て
も
︑
ま
ず
完
成
期
の
﹃
風
姿
花

伝
﹄
に
用
い
ら
れ
︑
そ
の
後
﹃
至
花
道
﹄
等
に
も
用
い
ら
れ
た
と
見
れ
ば
不
自

然
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
今
な
お
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
り
︑

し
た
が
っ
て
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
︑
及
び
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
形
成
時
期
の
推

定
範
囲
は
︑
表
氏
説
と
異
な
り
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
と
と
も
に
︑
応
永

二
十
五
年
以
後
一
︑二
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
と
考
え
る
︒

二
　
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題
（
一
）

―
―
「
申
楽
」
命
名
説
の
典
拠
と
学
識
的
背
景

　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
の
問
題
と
並
ん
で
︑
そ
の
成
立
の
経
緯
に
関
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
︑
同
篇
が
世
阿
弥
自
身
の
著
述
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
︒
吉
田
東
伍
（
一
八
六
四
︱
一
九
一
八
）
は
︑
同
篇
は
世
阿
弥
の
他
の

著
作
と
内
容
や
執
筆
態
度
に
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
世
阿
弥
に
仮
託
し
た
後
代

の
偽
書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

19
）

︒
そ
れ
に
対
し
表
章
氏
は
︑
そ
の
世
阿
弥
ら
し

く
な
い
荒
唐
無
稽
な
内
容
の
背
景
に
︑
序
に
述
べ
た
よ
う
に
学
識
が
う
か
が
わ

れ
る
こ
と
に
注
目
し
︑
神
儀
篇
の
文
章
は
純
粋
な
世
阿
弥
の
著
作
で
は
な
く
︑

世
阿
弥
が
何
ら
か
の
知
識
人
に
委
嘱
し
て
編
ん
で
も
ら
っ
た
猿
楽
由
緒
説
に
︑

大
和
猿
楽
円
満
井
座
の
伝
承
を
少
々
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る（

20
）

︒

表
氏
は
同
時
に
︑
同
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
つ
い
て
︑
そ
の
附
会
の
巧
妙
さ

や
︑﹁
申
楽
﹂
の
意
味
を
﹁
楽
し
み
を
申
﹂
な
ど
と
述
べ
る
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン

ス
が
︑
世
阿
弥
の
文
章
と
は
異
質
で
あ
り
︑
別
人
物
の
発
想
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
れ
も
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
首
肯
さ
れ
る
︒
本
節
で
は
こ
の

よ
う
に
著
者
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
引
き
続
き
注
目

し
︑
そ
こ
に
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
何
ら
か
の
学
識
が
見
出
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
証
す
る
︒

　
こ
れ
に
関
し
て
着
目
し
た
い
の
は
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が
漢
字
一
字
を
偏
と

旁
に
分
け
る
発
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
説
を
な
す
に

は
︑
漢
字
の
素
養
︑
と
く
に
﹁
神
﹂
字
の
構
成
に
関
す
る
知
識
が
必
要
で
あ
り
︑

世
阿
弥
一
人
で
発
想
し
え
た
と
は
考
え
が
た
い（

21
）

︒
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
こ

の
説
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
う
る
の
は
︑
中
国
後
漢
の
許
慎
（
生
没
年
未
詳
）
が

撰
述
し
た
最
古
の
字
書
﹃
説
文
解
字
﹄
の
︑
次
に
引
用
す
る
巻
一
﹁
神
﹂
字
条

で
あ
ろ
う
︒

神
　
天
神
︒
引
出
萬
物
者
也
︒
從
示
︑
申
聲
︒

﹇
訓
読
﹈
神
︒
天
神
︒
萬
物
を
引
出
す
る
者
な
り
︒﹁
示
﹂
に
從
ふ
︑

﹁
申し
ん

﹂
の
聲
︒

（
22
）
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﹁
天
神
︒
引
出
萬
物
者
也
﹂
は
﹁
神
﹂
字
の
意
味
を
表
し
て
お
り
︑
続
く
﹁
從

示
︑
申
聲
﹂
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
に
お
け
る
形
声
文
字
の
説
解
の
体
例
に
則
り
︑

意
符
﹁
示
﹂
と
声
符
﹁
申
﹂
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
形
声
文
字
を
意
符

と
声
符
と
に
分
け
て
示
す
字
書
及
び
辞
書
類
は
︑
す
べ
て
﹃
説
文
解
字
﹄
の
体

例
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
神
儀
篇
の
﹁
神
﹂
字
か
ら
﹁
申
﹂
字
を
引

き
出
す
発
想
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
の
右
の
説
解
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
︒
ま
た
こ
の
説
解
と
と
も
に
︑
中
国
南
唐
の
徐
鍇
（
九
二
〇
︱
九
七
四
）
に

よ
る
同
書
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄
の
次
の
文
に
も
注
意
さ
れ
る
︒

臣
鍇
曰
︑
申
即
引
也
︒
疑
多
聲
字
︒
天
主
降
氣
以
感
萬
物
︑
故
言
引
出
萬

物
也
︒

﹇
訓
読
﹈
臣
鍇
曰
く
︑
申
は
即
ち
引
な
り
︒
疑
ふ
ら
く
は
聲
の
字
多
し
︒

天
主
氣
を
降
し
以
て
萬
物
を
感
ぜ
し
む
︒
故
に
萬
物
を
引
出
す
と
言
ふ
な

り
︒

右
に
は
﹁
申
﹂
の
意
味
が
﹁
引
也
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
（﹁
申
即
引
也
﹂）︒
上

述
し
た
説
解
に
つ
い
て
﹁
故
言
引
出
萬
物
也
﹂
と
言
う
の
も
︑﹁
神
﹂
字
の
意

味
に
﹁
申
﹂
の
意
味
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
り
︑
徐
鍇
は

﹁
神
﹂
字
を
形
声
文
字
で
は
な
く
会
意
文
字
と
解
し
て
い
た（

23
）

︒
徐
鍇
の
﹃
繫

伝
﹄
が
こ
の
よ
う
に
﹁
神
﹂
字
の
声
符
﹁
申
﹂
の
意
味
を
〝
引
き
出
す
〟
の
意

で
あ
る
と
述
べ
る
点
は
︑
神
儀
篇
が
﹁
す
な
は
ち
︑
楽
し
み
を
申
に
よ
り
て
な

り
﹂
と
︑
や
は
り
﹁
申
﹂
の
意
味
に
言
及
す
る
こ
と
と
通
ず
る（

24
）

︒
よ
っ
て
︑

﹃
説
文
解
字
﹄
と
と
も
に
そ
の
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄
も
︑
神
儀
篇
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
の
発
想
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒

　﹃
説
文
解
字
﹄﹁
神
﹂
字
説
は
︑
日
本
中
世
の
文
献
に
も
︑
そ
の
引
用
や
そ
れ

を
用
い
た
説
が
複
数
見
出
さ
れ
る
︒
世
阿
弥
周
辺
で
参
照
さ
れ
た
﹃
説
文
解

字
﹄
本
文
と
し
て
は
︑
同
書
及
び
﹃
繫
伝
﹄
を
含
む
同
書
注
釈
を
摘
録
し
た

﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
の
五
山
版
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
刊
本
が
知
ら
れ
る（

25
）

︒

ま
た
﹃
説
文
解
字
﹄﹁
神
﹂
字
条
を
引
用
し
た
例
と
し
て
︑
世
阿
弥
と
交
流
の

あ
っ
た
岐き

陽よ
う

方ほ
う

秀し
ゅ
う（

第
六
節
に
言
及
）
に
よ
る
﹃
碧
巌
録
﹄
注
釈
﹃
碧
巌
録
不

二
鈔
﹄
や
︑
一い
ち

条
じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し

の
﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
巻
注
釈
﹃
日
本
書
紀
纂
疏
﹄

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

26
）

︒
し
か
も
日
本
中
世
の
文
献
に
は
︑
右
の
﹃
説
文

解
字
﹄﹁
神
﹂
字
条
の
説
を
用
い
た
︑
猿
に
関
す
る
附
会
説
も
見
出
さ
れ
る
︒

関
屋
俊
彦
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
中
期
の
天
台
山
王
神
道
書
﹃
耀
天

記
﹄

（
27
）

の
次
の
文
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

昔
の
黄
帝
ハ
︙
︙
其
臣
下
ニ
テ
蒼
頡
大
臣
ト
聞
シ
人
ハ
︙
︙
黄
帝
ノ
勅
ヲ

ウ
ケ
給
テ
︑
文
字
ハ
造
出
タ
リ
ト
聞
エ
侍
レ
バ
︙
︙
神
ト
申
文
字
ヲ
バ

0

0

0

0

0

0

0

︑

サ
ル
ニ
シ
メ
ス
ト
ツ
ク
ル
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
サ
ル
ト
申
文
字
ニ
ハ
日
ヨ
シ
ノ
サ
ル
ヲ
用

ヰ
︑
シ
メ
ス
ト
申
ス
文
字
ニ
ハ
示
現
ノ
示
ヲ
用
ル
ナ
ル
ベ
シ
︒
其
示
文
字

ヲ
篇
ニ
シ
テ
神
ノ
字
ヲ
作
タ
レ
バ
︑
神
ノ
文
字
ヲ
バ
申
ニ
示
ト
申
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
サ
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レ
バ
神
ト
申
ス
文
字
ハ
︑
山
王
ト
申
サ
ン
ズ
ル
神
ニ
︙
︙
サ
ル
ニ
ス
ガ

︹
タ
︺
ヲ
示
シ
給
ハ
ン
ズ
レ
バ
︑
其
由
ヲ
文
字
ニ
作
リ
顕
サ
ン
ト
テ
︑
蒼

頡
大
臣
将
来
カ
ヾ
ミ
テ
︑
山
王
ノ
御
事
ヲ
造
タ
ル
文
字
也
︒

（
28
）

右
は
中
国
の
文
字
発
祥
説
に
基
づ
く
説
で
も
あ
り
︑
漢
字
を
構
成
要
素
に
分
割

す
る
発
想
が
や
は
り
﹃
説
文
解
字
﹄
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
ま

た
︑
こ
れ
は
同
書
﹁
神
﹂
字
の
説
解
を
日
吉
山
王
神
道
の
神
猿
に
附
会
し
た
説

で
あ
る
が
︑
猿
へ
の
附
会
説
は
︑
世
阿
弥
と
同
時
代
の
天
台
僧
良
遍
の
応
永

二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
二
月
の
講
説
を
記
述
し
た
﹃
日
本
書
紀
巻
第
一
聞

書
﹄
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

神
代
上
文
︒
此
巻
ニ
ハ
︑
天
神
七
代
ノ
事
ヲ
注
ス
︒
仍
︑
神
代
上
ト
云
也
︒

凡0

︑
神
ト
者

0

0

0

︑
申
ニ
示
ト
書
ケ
リ

0

0

0

0

0

0

0

︒
申
ト
ハ

0

0

0

︑
一
心
也

0

0

0

︑
六
窓
獮
猴
ノ
義

0

0

0

0

0

0

︑

可
思
之

0

0

0

︒
︙
︙
一
心
ノ
神
ハ
︑
万
徳
ヲ
具
足
シ
︑
宛
然
ノ
本
有
也
ト
云
意

也
︒

（
29
）

右
で
は
﹁
神
﹂
字
の
要
素
﹁
申
﹂
か
ら
猿
を
連
想
さ
せ
︑
禅
に
伝
わ
っ
た
六
窓

獮
猴

0

0

の
譬
喩（

30
）

か
ら
﹁
一
心
﹂
概
念
を
導
き
出
し
︑
神
道
の
神
の
本
性
と
結
び
つ

け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
活
動
期
前
後
を
含
ん
だ
日
本
中
世
の
文
献

に
は
﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
神
﹂
字
に
基
づ
く
説
が
散
見
さ
れ
︑
な
か
に
は

﹁
申
﹂
字
の
和
訓
に
猿
を
結
び
つ
け
た
附
会
説
が
含
ま
れ
る
︒
神
儀
篇
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
が
︑
学
識
の
場
と
い
う
視
点
か
ら
い
ず
れ
の
説
に
近
い
か
な
ど
︑

こ
れ
ら
の
説
と
の
関
係
は
い
ま
措
く
が
︑
そ
れ
が
中
国
の
字
書
の
学
識
に
基
づ

く
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
旁
で
あ
る
﹁
申
﹂
の
和
訓
に
猿
を

結
び
つ
け
る
発
想
は
︑﹃
耀
天
記
﹄﹃
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
﹄
の
類
の
附
会
説

（
た
だ
し
こ
れ
ら
の
説
そ
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
）
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
︑
そ
れ
ら
の
な
か
に
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
巻
注
釈
と
し

て
の
神
道
説
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
︑
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
神
﹂
字
の
説
解
を
﹁
猿
﹂
と
結
び
つ
け

た
附
会
説
は
鎌
倉
期
に
す
で
に
見
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑

世
阿
弥
が
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
応
永
二
十
五
年

（
一
四
一
八
）
以
後
で
あ
り
︑
猿
楽
を
﹁
申
楽
﹂
と
書
い
た
そ
れ
以
前
の
文
献

も
見
出
せ
な
い
︒
識
字
率
が
低
か
っ
た
は
ず
の
世
阿
弥
以
前
の
猿
楽
の
役
者
が
︑

字
書
の
教
養
を
要
す
る
説
を
伝
え
て
い
た
必
然
性
も
見
出
し
に
く
い
︒
こ
れ
ら

を
総
合
す
れ
ば
︑
神
儀
篇
の
種
々
の
由
緒
説
の
な
か
で
少
な
く
と
も
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
は
︑
一
知
識
人
が
世
阿
弥
に
協
力
し
て
考
案
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
お
そ

ら
く
は
執
筆
も
行
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒

三
　
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題
（
二
）

―
―
文
体
及
び
太
子
の
呼
称
に
着
目
し
て

　
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
知
識
人
の
学
識
に
よ
っ
て
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な
っ
た
と
言
え
る
が
︑
表
章
氏
は
︑
神
儀
篇
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
世
阿
弥
以
外

の
人
物
の
手
に
な
る
文
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
神
儀
篇
の

﹁
短
文
主
体
の
き
び
き
び
し
た
﹂﹃
風
姿
花
伝
﹄
他
篇
と
は
異
な
る
文
体
を
︑
世

阿
弥
以
外
の
人
物
の
手
に
な
る
と
述
べ
て
い
る（

31
）

︒
ま
た
︑
世
阿
弥
が
太
子
に
言

及
す
る
場
合
﹁
聖
徳
太
子
﹂
と
称
す
る
が
︑
神
儀
篇
に
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称

が
五
例
見
え
る
の
は
︑
世
阿
弥
と
は
別
人
物
の
手
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
も
指

摘
し
て
い
る
︒
表
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
た
し
か
に
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題

に
関
し
て
示
唆
を
与
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
表
氏
が
言
及
す
る
右
の
文
体
が

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
な
す
学
識
を
有
す
る
知
識
人
の
そ
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
言
え
る
か
ど
う
か
は
︑
実
際
に
そ
れ
に
該
当
す
る
文
を
具
体
的
に
吟
味
し
︑

文
体
と
し
て
の
特
徴
を
正
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
︒
ま
た
︑

﹁
上
宮
太
子
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
も
︑
神
儀
篇
の
ど
こ
に
見
え
て
お
り
︑
そ
れ

が
右
の
文
体
と
相
関
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
し

た
が
っ
て
︑
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
個
々
の
文
に
即
し
て
検
証
・
考

察
す
る
た
め
に
︑
神
儀
篇
各
条
の
性
質
の
違
い
に
留
意
し
︑
第
三
条
と
そ
れ
以

外
の
条
々
に
分
け
て
考
え
た
い
︒
ま
ず
第
三
条
に
注
目
す
る
の
は
︑
後
述
す
る

よ
う
に
︑
神
儀
篇
全
体
が
表
氏
が
注
目
し
た
文
体
で
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
な
か
で
︑
第
三
条
に
は
︑
と
り
わ
け
表
氏
が
指
摘
し
た
神
儀
篇
の
文
体
面

の
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
の
検
証
・
考
察
と
同
時

に
︑
逆
に
︑
ど
の
文
が
世
阿
弥
自
身
の
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も

推
測
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
第
三
条
の
第
一
段
・
第
二
段
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑
日
本
国
に
お
い
て
は
︑
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
︑
大
和
泊
瀬
の
河
に
興
〘
洪
〙

水
の
を
り
ふ
し
︑
河
上
よ
り
一
の
つ
ぼ
な
が
れ
く
だ
る
︒
三
輪
の
杉
の
鳥

居
の
ほ
と
り
に
て
︑
雲
客
此
つ
ぼ
を
と
る
︒
な
か
に
み
ど
り
子
あ
り
︒
か

た
ち
に
う
わ
に
し
て
玉
の
ご
と
し
︒︹
第
三
条
第
一
段
︺

　
是
︑
ふ
り
人
な
る
が
ゆ
え
に
︑
大
裏
に
奏
聞
す
︒
其
夜
御
門
の
御
夢
に

み
ど
り
子
の
い
は
く
︑﹁
我
は
こ
れ
︑
大
国
秦
の
始
皇
の
さ
い
た
ん
な
り
︒

日
域
に
き
ゑ
ん
あ
り
て
今
現
在
す
﹂
と
云
︒︹
同
第
二
段
︺

右
の
文
に
お
い
て
︑
表
氏
が
述
べ
た
特
徴
と
と
も
に
﹁
ご
と
し
﹂︑﹁
い
は
く

︙
︙
と
云
﹂
等
の
語
句
を
含
む
点
は
︑
そ
れ
が
漢
文
訓
読
的
文
体
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
文
体
的
特
徴
は
︑
続
く
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
同
条
第
四

段
・
第
五
段
︑
第
一
節
に
引
用
）
に
も
該
当
し
︑
必
ず
し
も
短
文
で
は
な
い
が
︑

同
条
の
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る（

32
）

︒
と
く
に
﹁
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な

り
﹂（
第
四
段
）
等
の
対
表
現
︑
ま
た
﹁
則
︑
た
の
し
み
を
︙
︙
﹂（
第
五
段
）︑

﹁
則
︑
神
と
崇
め
て
﹂（
第
六
段
）︑﹁
守
屋
は
う
せ
ぬ
︑
と
云
々
﹂
の
﹁
則
﹂

﹁
云
々
﹂
等
︑
漢
文
訓
読
体
に
多
用
さ
れ
る
表
現
が
見
え
る
と
と
も
に
︑﹁
申

楽
﹂
命
名
説
が
﹃
説
文
解
字
﹄
の
知
識
に
基
づ
く
こ
と
と
併
せ
て
︑
第
三
条
全

体
が
漢
文
に
習
熟
し
た
世
阿
弥
の
協
力
者
の
知
識
人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と

考
え
れ
ば
了
解
し
や
す
い
︒
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ま
た
︑
表
氏
が
世
阿
弥
と
は
別
人
物
の
手
に
な
る
と
指
摘
し
た
﹁
上
宮
太

子
﹂
の
呼
称
は
︑
そ
の
用
例
五
例
の
う
ち
四
例
が
︑
右
に
述
べ
た
第
三
条
に
見

え
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
（
第
三
条
以
外
の
例
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
続

く
第
四
条
の
冒
頭
の
文
に
見
え
る
一
例
だ
け
で
あ
る
）︒
と
り
わ
け
そ
の
二
例
は

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
見
え
（﹁
上
宮
太
子

0

0

0

0

︑
天
下
す
こ
し
さ
は
り
あ
り
し
時
︙
︙
﹂︑

﹁
上
宮
太
子

0

0

0

0

︑
末
代
の
為
︑
神
楽
な
り
し
を
︙
︙
﹂）︑
そ
の
知
識
人
が
﹁
上
宮
太

子
﹂
の
呼
称
を
用
い
た
こ
と
を
証
す
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
ま
た
他
の
二
例
は
︑

そ
れ
に
続
く
部
分
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

　
彼
河
勝
︑
欽
明
・
敏
達
・
用
明
・
崇
峻
・
推
古
・
上
宮
太
子

0

0

0

0

に
つ
か
へ

た
て
ま
つ
り
︑
こ
の
藝
を
ば
子
孫
に
つ
た
へ
︑
化
人
跡
を
と
め
ぬ
に
よ
り

て
︑
摂
津
国
難
波
の
浦
よ
り
︑
う
つ
ほ
船
に
の
り
て
︑
風
に
ま
か
せ
て
西

海
に
出
づ
︒
播
磨
国
坂
越
の
浦
に
つ
く
︒
浦
人
舟
を
あ
げ
て
見
れ
ば
︑
形

人
間
に
か
は
れ
り
︒
諸
人
に
つ
き
た
ゝ
り
て
き
ず
い
を
な
す
︒
則
︑
神
と

崇
め
て
︑
国
豊
也
︒﹁
お
う
き
に
あ
る
ゝ
﹂
と
か
き
て
︑
大
荒
大
明
神
と

名
付
く
︒
今
の
代
に
霊
験
あ
ら
た
な
り
︒
本
地
毘
沙
門
天
王
に
て
ま
し
ま

す
︒︹
第
三
条
第
六
段
︺

　
上0

宮
太
子

0

0

0

︑
守
屋
の
逆
臣
を
た
い
ら
げ
給
し
時
も
︑
か
の
河
勝
が
神
通

方
便
の
手
に
か
ゝ
り
て
守
屋
は
う
せ
ぬ
︑
と
云
々
︒︹
第
三
条
第
七
段
︺

こ
れ
ら
は
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
の
伝
承
と
解
さ
れ
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知

識
人
が
考
案
し
た
話
と
は
考
え
が
た
い
が
︑
そ
こ
で
太
子
を
﹁
上
宮
太
子
﹂
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
第
三
条
の
前
の
文
と
併
せ
て
︑
こ
れ
ら
の
文
章
を
執

筆
し
た
の
が
そ
の
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う（

33
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
第
三
条
に
は
︑
漢
籍
の
学
識
と
併
せ
て
漢
文
訓
読
体
的
文
体

が
見
出
さ
れ
︑﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称
が
そ
こ
に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑

こ
れ
ら
が
す
べ
て
︑
世
阿
弥
で
は
な
く
そ
の
協
力
者
に
よ
る
著
述
の
特
徴
で
あ

る
と
と
も
に
︑
そ
の
人
物
が
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

　
ま
た
文
体
面
で
は
︑
第
一
条
・
第
二
条
に
も
注
意
し
た
い
︒
第
一
条
冒
頭
に

は
﹁
神
代
の
は
じ
ま
り
と
云
は

0

0

0

︑
天
照
太
神
︑
天
の
岩
戸
に
こ
も
り
給
ひ
し
時

0

0

0

0

0

0

0

︑

天
下
と
こ
や
み
に
成
り
し
に

0

0

0

0

︙
︙
﹂
と
あ
り
︑
第
二
条
冒
頭
に
は
﹁
仏
在
所
に0

は0

︑
し
ゆ
だ
つ
長
者
︑
祇
薗
精
舎
を
た
て
ゝ
供
養
の
時

0

0

0

0

︑
釈
迦
如
来
︑
御
説
法

あ
り
し
に

0

0

0

0

︙
︙
﹂
と
あ
っ
て
︑
両
者
の
構
文
は
近
似
し
て
い
る
︒
し
か
も
両
者

と
も
右
の
文
に
続
い
て
由
緒
説
が
具
体
的
に
示
さ
れ
︑
さ
ら
に
両
者
の
末
尾
に

は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め

0

0

0

0

0

0

と
︑
云
々
﹂︑﹁
そ
れ
よ
り
︑

天
竺
に
此
道
は
初
る

0

0

0

0

0

也
﹂
と
あ
り
締
め
括
り
の
表
現
が
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
︑

両
条
は
相
互
に
対
を
な
す
と
も
言
う
べ
き
︑
技
巧
の
勝
っ
た
文
体
で
あ
る
と
言

え
る
︒
第
一
条
に
﹁
︙
︙
と
︑
云
々

0

0

﹂
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
と
併
せ
て
︑
こ

れ
ら
は
漢
文
体
的
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
執

筆
者
は
︑
世
阿
弥
で
は
な
く
知
識
人
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒

　
た
だ
し
こ
の
両
条
は
︑
内
容
的
に
︑
知
識
人
の
考
案
に
よ
っ
た
と
す
る
に
は

疑
問
が
残
る
︒
表
氏
が
神
儀
篇
の
学
識
の
あ
ら
わ
れ
と
述
べ
た
記
紀
や
﹃
賢
愚
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経
﹄
に
基
づ
く
脚
色
は
︑
原
拠
の
指
摘
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が（

34
）

︑
第

一
条
の
天
岩
戸
説
話
は
︑
記
紀
の
記
述
に
合
わ
な
い
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
日
本

紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
に
属
し（

35
）

︑
少
な
く
と
も
当
時
最
高
の
知
識
人
が
考
案
し
た

話
で
は
あ
る
ま
い
︒
第
二
条
の
天
竺
起
源
説
も
︑﹃
賢
愚
経
﹄
の
説
話
内
容
が

大
幅
に
変
形
さ
れ
て
お
り（

36
）

︑﹁
後
戸
﹂
の
語
を
伴
う
仏
教
説
話
で
あ
る
こ
と
か

ら
も（

37
）

︑
天
台
宗
寺
院
常
行
堂
の
藝
能
に
関
す
る
由
緒
説
の
一
類
で
あ
ろ
う
︒
し

た
が
っ
て
こ
の
両
条
の
説
話
は
︑
大
和
猿
楽
に
縁
の
深
い
寺
社
に
伝
わ
っ
た
天

岩
戸
説
話
や
藝
能
の
由
緒
説
の
写
し
ま
た
は
翻
案
で
あ
り（

38
）

︑
第
三
条
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
以
外
の
文
と
同
様
に
︑
世
阿
弥
が
提
供
し
た
既
成
の
説
を
用
い
て
︑

知
識
人
が
文
章
に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
第
三
条
の
﹁
申
楽
﹂
命

名
説
が
両
条
の
説
話
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
の
も
︑
そ
の
人
物
が
世
阿
弥
か
ら

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ら
の
説
の
情
報
を
得
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
に
は
漢
文
訓
読
体
的
な
整
っ
た
文
体
が
見
ら
れ
る
が
︑

同
篇
の
全
体
が
そ
の
よ
う
な
文
体
で
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え

ば
︑
次
の
第
四
条
第
一
段
の
文
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

一
︑
平
の
都
に
し
て
は
︑
村
上
天
皇
の
御
宇
に
︑
昔ａ

の
上
宮
太
子
の
御
筆

の
申
楽
延
年
の
記
を
叡
覧
な
る
に
︑
先ｂ

︑
神
代
・
仏
在
所
の
は
じ
ま
り
︑

月ｃ

氏
・
晨
旦
・
日
域
に
伝
る
き
や
う
げ
ん
き
ぎ
よ
を
も
て
︑
讃
仏
転
法
輪

の
因
縁
を
ま
も
り
︑
魔
縁
を
退
ぞ
け
︑
福
祐
を
ま
ね
く
︒
申ｄ

楽
舞
を
奏
す

れ
ば
︑
国
お
だ
や
か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠
也
と
︑
太
子
の
御
筆

あ
ら
た
な
る
に
よ
て
︑
村
上
天
皇
︑
申
楽
を
も
て
天
下
の
御
祈
禱
可た

る

為べ
し

と

て
︑
そｅ

の
比
︑
彼
河
勝
よ
り
此
申
楽
の
藝
を
伝
る
子
孫
︑
秦
氏
安
な
り
︑

六
十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
︒
其ｆ

比
︑
紀
の
ご
の
守
と
申
人
︑
才
智

の
人
な
り
け
り
︒
是
は
か
の
氏
安
が
妹
む
こ
也
︒
こ
れ
を
も
あ
ひ
と
も
な

い
て
申
楽
を
す
︒

こ
の
な
か
で
︑
先
に
知
識
人
の
考
案
に
よ
る
と
推
測
し
た
傍
線
部
ａ
・
ｄ
は
︑

由
緒
・
縁
起
類
の
叙
述
と
し
て
明
快
で
あ
り
︑
そ
の
間
の
傍
線
部
ｃ
も
︑
上
記

ｄ
と
と
も
に
対
（
ま
た
は
三
句
対
）
表
現
を
用
い
た
漢
文
訓
読
体
的
な
特
徴
を

有
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
直
前
の
﹁
先
︑
神
代
・
仏
在
所
の
は
じ
ま
り
﹂（
点

線
部
ｂ
）
は
︑
神
儀
篇
第
一
条
の
神
代
起
源
説
と
第
二
条
の
天
竺
起
源
説
を
指

し
て
い
る
ら
し
く
︑
そ
れ
ら
が
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
と

言
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
直
後
と
自
然
に
つ
な
が
ら
ず
︑
文
の

体
裁
が
整
っ
て
お
ら
ず
︑
ど
こ
か
ら
が
引
用
で
あ
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
（
架

空
の
書
物
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
問
わ
な
い
）︒
後
文
の
︑
村
上
天
皇
が
国
家
の
祈

禱
の
た
め
秦
氏
安
と
紀
権
守
に
猿
楽
を
勤
め
さ
せ
た
と
の
説
明
部
分
（
点
線
部

ｅ
・
ｆ
）
も
︑
挿
入
文
が
繰
り
返
さ
れ
︑
説
明
が
入
り
組
ん
で
い
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
知
識
人
の
筆
を
思
わ
せ
る
漢
文
訓
読
的
な
文
体
と
そ
う
で
な
い
文
体
と

が
混
在
し
て
い
る
の
が
右
引
用
文
で
あ
り
︑
全
体
を
そ
の
知
識
人
が
一
人
で
著

述
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

　
そ
の
な
か
で
︑
先
述
し
た
神
儀
篇
に
お
け
る
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
残
り
の
一
例
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が
︑
右
の
ａ
部
分
に
見
え
て
い
る
︒﹁
上
宮
太
子
の
御
筆
の
申
楽
延
年
の
記
﹂

は
︑
同
篇
以
前
に
こ
れ
に
言
及
し
た
資
料
が
な
く
︑
太
子
仮
託
の
架
空
の
書
物

と
見
ら
れ
て
い
る（

39
）

︒
こ
れ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称

が
﹁
申
楽
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
︑
知
識
人
が
考
案
し
た
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
と
共
通
し
︑
し
か
も
そ
の
仮
託
・
架
空
で
あ
る
点
も
︑
同
説
の
附
会
・

捏
造
的
な
性
質
に
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
に
記

述
が
あ
る
と
い
う
﹁
申
楽
﹂
の
国
土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
効
用
（﹁
国
お
だ
や

か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠
也
﹂）
が
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
も
示
さ
れ
て
い

る
（﹁
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な
り
﹂
前
掲
）︒
こ
の
よ
う
に
両
者
に
共
通
点

が
多
い
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
な
る
書
物
の
説
が
︑﹁
申
楽
﹂
命

名
説
と
同
じ
く
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
考
案
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か（

40
）

︒

　
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑
そ
の
知
識
人
は
︑〝
太
子
の
﹃
申
楽
延
年
の

記
﹄
に
︑
大
陸
の
除
魔
招
福
の
藝
能
に
由
来
し
国
土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
効
用

が
あ
る
と
い
う
﹁
申
楽
﹂
を
︑
村
上
天
皇
が
天
下
の
祈
禱
の
た
め
秦
氏
安
に
命

じ
て
勤
め
さ
せ
た
〟
と
の
素
案
を
執
筆
し
た
が（

41
）

︑
世
阿
弥
が
そ
こ
に
大
和
猿
楽

の
既
成
の
伝
承
︑
す
な
わ
ち
神
代
・
天
竺
起
源
説
を
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
と
結

び
つ
け
る
文
言
や
︑
秦
氏
安
や
そ
の
妹
聟
の
紀
権
守
が
猿
楽
の
藝
系
に
あ
る
と

の
説
明
（
右
引
用
文
点
線
部
ｂ
・
ｅ
・
ｆ
）
を
書
き
足
し
た
た
め
に
︑
第
四
条

の
先
の
文
は
異
な
る
文
体
が
混
在
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
な
お
︑
第
四
条
の
第
二
段
の
執
筆
者
は
両
人
の
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
が
た
く
︑

第
三
段
は
円
満
井
座
内
部
の
話
題
で
あ
り
︑
太
子
を
﹁
聖
徳
太
子
﹂
と
呼
ん
で

い
る
か
ら
︑
執
筆
者
は
世
阿
弥
で
あ
ろ
う（

42
）

︒

　
さ
ら
に
︑
第
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
語
が
見
え
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
︒

一
︑
当
代
に
お
い
て
︑
南
都
興
福
寺
の
維
摩
会
に
︑
講
堂
に
て
法
味
を
お

こ
な
い
給
を
り
ふ
し
︑
食
堂
に
て
舞
延
年
あ
り
︒
外
道
を
や
わ
ら
げ
︑
魔

縁
を
し
づ
む
︒
そ
の
間
に
︑
食
堂
前
に
て
彼
御
経
を
講
給
︒
す
な
は
ち
祇

園
正
舎
の
吉
例
也
︒︹
第
五
条
第
一
段
︺

　
然0

ば0

︑
大
和
国
春
日
興
福
寺
神
事
お
こ
な
ひ
と
は
︑
二
月
二
日
︑
同
五

日
︑
宮
寺
に
お
い
て
︑
四
座
の
申
楽
︑
一
年
中
の
御
神
事
初
也
︒
天
下
泰

平
の
御
祈
禱
也
︒︹
第
五
条
第
二
段
︺

表
章
氏
は
︑
神
儀
篇
に
は
世
阿
弥
が
多
用
す
る
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
が
な
い

と
述
べ
︑
そ
れ
を
同
篇
全
体
を
編
ん
だ
の
が
世
阿
弥
と
は
別
人
物
で
あ
る
と
推

測
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
が（

43
）

︑
実
際
に
は
神
儀
篇
に
は
右
の
よ
う
に

﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
が
見
え
る
︒
し
か
も
︑
右
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
は
︑
そ
の

用
法
に
も
注
意
さ
れ
る
︒
表
氏
は
︑
世
阿
弥
の
藝
論
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例

に
は
︑
通
常
の
用
法
の
よ
う
に
〝
だ
か
ら
〟〝
で
あ
る
か
ら
〟〝
ゆ
え
に
〟
な
ど

と
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

44
）

︒
右
の
例
を
検
討

す
る
と
︑
興
福
寺
の
維
摩
会
に
延
年
が
あ
る
た
め
に
二
月
の
神
事
猿
楽
が
あ
る
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と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く（

45
）

︑
こ
の
﹁
然
ば
﹂
も
︑
世
阿
弥
独
特
の
や
や
変

則
的
な
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
右
の
第
二
段
は
世
阿
弥
自
身

が
執
筆
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
し
右
第
一
段
は
︑
そ

の
漢
文
訓
読
体
に
近
い
文
体
の
特
徴
か
ら
も
︑
知
識
人
が
執
筆
し
た
の
で
は
な

い
か
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
表
氏
が
世
阿
弥
と
別
人
物
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
か
ら
注
目
し
た
神
儀
篇
に
特
徴
的
な
文
体
と
は
︑
漢
文
訓
読
体
的
な

整
っ
た
文
体
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ（

46
）

︑
そ
の
こ
と
は
︑
そ
の
別
人
物
が
漢
文

に
習
熟
し
た
知
識
人
で
あ
り
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
考
案
し
た
人
物
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
神
儀
篇
の
著
述
に
あ
た
っ
て
︑
世
阿
弥
が
︑

同
人
に
協
力
し
た
知
識
人
の
着
想
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
筆
力
も
借
り
た
こ
と
は

疑
い
な
い
︒
と
く
に
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
は
︑
そ
の
全
体
が
ほ
ぼ
そ
の
人

物
の
執
筆
の
跡
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
第
四
条
・
第
五
条
に
つ

い
て
は
︑
知
識
人
の
素
案
に
世
阿
弥
が
書
き
足
し
を
行
っ
た
た
め
に
︑
入
り
組

ん
だ
説
明
や
構
文
の
不
整
合
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
三

条
・
第
四
条
に
見
え
る
﹁
上
宮
太
子
﹂
も
︑
そ
の
知
識
人
に
よ
る
呼
称
で
あ
り
︑

そ
の
前
後
が
そ
の
人
物
に
よ
る
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
お
︑
近
畿

の
各
猿
楽
の
座
と
参
勤
先
を
記
し
た
第
六
条
は
︑
世
阿
弥
が
書
き
加
え
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
︒
こ
れ
を
要
す
れ
ば
︑
神
儀
篇
の
素
案
を
執
筆
し
た
の
は
漢
文
・

漢
籍
に
秀
で
た
知
識
人
で
あ
り
︑
た
だ
し
最
終
的
に
世
阿
弥
が
そ
れ
を
ま
と
め

直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
節
の
最
後
に
︑
神
儀
篇
の
ど
の
部
分
が
知
識

人
の
手
に
よ
っ
て
お
り
︑
ど
こ
が
世
阿
弥
自
身
に
よ
る
ま
と
め
直
し
で
あ
る
か

に
つ
い
て
︑
筆
者
の
推
定
を
ま
と
め
て
お
く
︒
微
細
な
点
に
つ
い
て
は
な
お
検

討
を
要
す
る
が
︑
大
筋
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
る
︒

　
第
一
条
・
第
二
条
︱
︱
知
識
人
の
著
述
︒
た
だ
し
両
条
の
天
岩
戸
説
話
及
び

天
竺
起
源
説
は
︑
天
台
宗
寺
院
常
行
堂
等
︑
大
和
猿
楽
に
縁
の
深
い
寺
社
に
伝

わ
っ
た
由
緒
説
の
写
し
ま
た
は
翻
案
︒

　
第
三
条
︱
︱
知
識
人
の
著
述
︒
第
三
段
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
も
そ
の
知
識
人

の
考
案
に
よ
る
︒
他
の
段
の
秦
河
勝
説
は
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
の
伝
承
の
写

し
ま
た
は
翻
案
︒

　
第
四
条
︱
︱
知
識
人
の
素
案
に
世
阿
弥
が
手
を
加
え
て
い
る
︒
第
一
段
は
世

阿
弥
の
加
筆
が
入
り
交
じ
る
︒
第
二
段
の
執
筆
者
は
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
が
た

い
︒
第
三
段
は
全
体
が
世
阿
弥
の
加
筆
︒

　
第
五
条
︱
︱
第
一
段
は
知
識
人
の
著
述
︒
第
二
段
は
世
阿
弥
の
加
筆
︒

　
第
六
条
︱
︱
全
体
が
世
阿
弥
の
執
筆
︒

四
　
第
三
条
の
主
題
と
形
成

―
―
猿
楽
始
祖
の
秦
河
勝
と
仮
面
藝
能
猿
楽
創
始
者
の
太
子

　
前
節
に
見
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
文
章
が
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
の
形
で
跡
を
留
め
た
と
考
え
ら
れ
る
神
儀
篇
第
三
条
は
︑
と
り
わ
け
種
々
の

説
が
綴
り
合
わ
せ
ら
れ
た
条
と
見
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
そ
の
人
物
は
同
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条
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
︑
全
体
と
し
て
何
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
第
三
条
は
︑
大
和
猿
楽
が
始
祖
と
す
る
秦
河
勝
の
伝
説
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る（

47
）

︒
そ
の
面
か
ら
同
条
の
構
成
を
見
る
と
︑
第
一
段
か
ら
第
三
段
ま
で
の
河

勝
出
自
説
（
Ａ
）︑
第
四
段
・
第
五
段
の
上
宮
太
子
指
揮
下
に
お
け
る
藝
能
勤

仕
説
（
河
勝
藝
能
者
説
・﹁
申
楽
﹂
命
名
説
＝
Ｂ
）︑
第
六
段
の
河
勝
荒
神
説

（
Ｃ
）
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
伝
説
の
ひ
と
と
お
り
の
顚
末
が
整
い
︑

そ
れ
に
第
七
段
の
守
屋
平
定
譚
（
Ｄ
）
が
附
載
さ
れ
る
（
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
本
文
は

第
三
節
に
引
用
︑
Ｂ
は
第
一
節
に
引
用
）︒

　
こ
れ
ら
を
素
材
面
か
ら
見
る
と
︑
河
勝
出
自
譚
（
Ａ
）
で
は
︑
河
勝
が
大
和

泊
瀬
の
河
に
漂
着
し
た
秦
始
皇
の
再
誕
の
降
人
で
あ
り
︑
宮
中
で
育
ち
︑
大
臣

と
な
っ
て
秦
姓
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
既
成
の
伝
承
と
見
ら
れ

る
が
︑
欽
明
朝
を
舞
台
と
す
る
点
は
︑
推
古
朝
の
上
宮
太
子
統
治
時
代
を
記
す

第
四
段
以
下
の
説
と
は
素
材
が
別
個
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

48
）

︒
次
に
︑

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
河
勝
藝
能
勤
仕
説
︑
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
再
々
述
べ
た
が
︑
太

子
御
作
の
面
を
用
い
た
と
す
る
点
は
︑
先
祖
秦
氏
安
よ
り
伝
来
し
た
﹁
聖
徳
太

子
の
御
作
の
鬼
面
﹂
が
あ
る
と
す
る
︑
大
和
猿
楽
円
満
井
座
の
伝
え
に
着
想
し

た
も
の
で
あ
ろ
う（

49
）

︒
六
十
六
と
い
う
藝
の
番
数
︑﹁
橘
の
内
裏
紫
宸
殿
﹂
と
い

う
上
演
の
場
所
名
は
︑
秦
氏
の
伝
承
や
大
和
猿
楽
の
藝
態
を
反
映
し
て
い
る（

50
）

︒

続
く
河
勝
荒
神
説
（
Ｃ
）
は
︑
本
地
垂
迹
思
想
を
基
盤
と
し
て
︑
河
勝
が
﹁
申

楽
﹂
を
子
孫
に
伝
え
た
後
︑
流
離
し
て
播
磨
国
坂
越
浦
で
奇
瑞
を
な
し
︑
大
荒

大
明
神
（
本
地
毘
沙
門
天
王
）
と
し
て
崇
め
ら
れ
︑
当
地
を
豊
か
に
し
た
と
叙

述
す
る
︒
同
明
神
は
︑
伊
藤
正
義
氏
の
推
測
の
と
お
り
秦
氏
祖
神
の
居
住
区
域

に
お
け
る
勧
請
神
で
あ
り
︑
服
部
幸
雄
氏
の
指
摘
の
と
お
り
︑
大
和
の
円
満
井

座
系
猿
楽
が
崇
め
る
宿
神
と
同
一
で
あ
ろ
う（

51
）

︒
同
条
末
尾
に
附
載
さ
れ
る
守
屋

平
定
譚
（
Ｄ
）
も
河
勝
の
超
人
的
事
蹟
で
あ
り
︑
大
和
猿
楽
に
お
け
る
一
伝
承

と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
第
三
条
は
全
体
と
し
て
︑
世
阿
弥
が
称
し
た
秦
氏（

52
）

の
先
祖
と
称
さ
れ
る
河
勝
の
︑
常
人
と
は
異
な
る
伝
説
的
経
歴
や
猿
楽
（﹁
申

楽
﹂）
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
来
各
々
別
個
の
説
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
が
種
々
の
説

を
統
合
し
て
構
成
し
︑
首
尾
が
整
っ
た
秦
河
勝
伝
説
一
箇
条
に
仕
上
げ
た
の
で

あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
同
条
の
内
容
の
基
調
は
大
和
猿
楽
の
始
祖
と
し
て
の
神
格
化
さ

れ
た
河
勝
像
を
説
く
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
が
︑
そ
の
な
か
で
第
二
節
に
お
い

て
知
識
人
が
考
案
し
た
と
推
測
し
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
上
記
Ｂ
）
だ
け
は
︑

そ
の
描
き
か
た
が
他
と
い
さ
さ
か
異
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
注
意
す
べ
き
は
︑

こ
こ
で
は
河
勝
で
は
な
く
︑
太
子
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る（

53
）

︒
太
子
が
河

勝
伝
説
に
登
場
す
る
こ
と
自
体
は
不
自
然
で
は
な
い
が（

54
）

︑
こ
の
説
が
河
勝
の
藝

能
と
の
関
連
性
を
説
い
て
猿
楽
の
祖
神
で
あ
る
こ
と
を
直
接
示
す
︑
一
連
の
伝

説
の
眼
目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
で
神
格
に
近
い
あ
つ
か
い
を
受
け

て
い
る
の
は
︑
藝
能
の
催
し
を
発
案
し
六
十
六
番
の
面
を
制
作
し
た
太
子
で
あ

る
︒
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
は
︑
太
子
の
藝
能
に
よ
る
統
治
を
主
題
と
し
︑

河
勝
で
は
な
く
﹁
上
宮
太
子
﹂
と
﹁
申
楽
﹂
に
重
点
を
置
い
て
︑﹁
申
楽
﹂
命
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名
説
を
創
作
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

　
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
こ
こ
で
は
大
和
猿
楽
の
伝
承
の
基
調
か
ら
離
れ
て
太
子
が

主
役
と
さ
れ
た
の
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
︑
太
子
の
﹁
申
楽
﹂
命

名
が
︑﹁
申
楽
﹂（
猿
楽
）
と
い
う
藝
能
の
創
始
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
で
あ
る
︒

神
儀
篇
第
一
条
・
第
二
条
で
は
猿
楽
の
起
源
が
神
代
や
仏
在
所
に
あ
る
と
説
く

が（
55
）

︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
に
﹁
申
楽
延
年
の
こ
と
わ
ざ
︑
其
源
を
尋
ぬ
る
に
︑

或
は
仏
在
所
よ
り
を
こ
り
︑
或
は
神
代
よ
り
伝
る
と
い
へ
ど
も
︑
時
う
つ
り

0

0

0

0

︑

代
へ
だ
ゝ
り
ぬ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
其
風
を
ま
な
ぶ
ち
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
お
よ
び
が
た
し

0

0

0

0

0

0

﹂
と
述
べ
る

よ
う
に
︑
こ
の
二
箇
条
は
︑
太
古
の
起
源
説
と
し
て
冒
頭
を
飾
る
権
威
と
し
て

の
意
味
は
あ
る
に
せ
よ
︑
そ
れ
ら
を
世
阿
弥
が
自
身
の
継
承
し
た
猿
楽
に
直
結

す
る
と
認
め
る
に
は
︑
具
体
性
や
現
実
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て

世
阿
弥
が
実
質
的
に
自
身
の
藝
系
と
認
め
え
た
条
件
は
︑
第
一
に
秦
氏
の
血
統

0

0

0

0

0

に
よ
る
こ
と
︑
第
二
に
仮
面

0

0

藝
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
︑
そ
う

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
第
四
条
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
円
満
井
座
伝
来
の
鬼0

面0

の
作
者
と
伝
え
ら
れ
た
太
子
が
︑
仮
面
制
作
の
み
な
ら
ず
藝
能
の
命
名
を

行
っ
た
猿
楽
の
実
質
的
創
始
者
と
し
て
︑
大
和
猿
楽
の
始
祖
と
さ
れ
た
河
勝
の

伝
説
の
合
間
に
描
き
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
以
上
を
総
合
す
れ
ば
︑
世
阿
弥
と
面
識
の
あ
っ
た
一
知
識
人
は
︑
お
そ
ら
く

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
前
後
に
︑
秦
氏
の
種
々
の
伝
承
を
統
合
し
首
尾

が
整
っ
た
秦
河
勝
伝
説
を
編
み
︑
円
満
井
座
の
太
子
御
作
の
面
の
伝
承
に
基
づ

い
て
創
作
し
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
︑
秦
氏
が
伝
え
る
仮
面

藝
能
と
し
て
の
大
和
猿
楽
の
創
始
説
と
言
う
べ
き
︑
第
三
条
の
内
容
を
仕
上
げ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
な
お
こ
こ
で
︑
か
つ
て
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
異
本
で
あ

る
四
篇
本
系
本
文
の
成
立
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く（

56
）

︒
こ
の
問

題
で
い
ま
注
意
す
べ
き
は
︑
現
在
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
主
要
伝
本
と
し
て
用
い
ら

れ
る
五
篇
本
系
諸
本
（
本
稿
も
原
則
的
に
こ
の
本
文
に
依
拠
す
る
）
で
は
﹁
神
儀

云
﹂
と
す
る
神
儀
篇
の
見
出
し
を
︑
四
篇
本
系
諸
本
で
は
﹁
聞
書
云
﹂
と
作
る

こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
原
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
︑
表
章

氏
や
伊
藤
正
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る（

57
）

︒
し
か
し
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
創
作
を
含
む
同
篇
の
実

質
は
︑
当
初
か
ら
﹁
聞
書
﹂
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
こ
の
見
出
し
を
原
形
と
断

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
世
阿
弥
が
手
を
加
え
る
以
前
の
同
篇
の
素

案
が
︑
表
向
き
は
大
和
猿
楽
の
伝
承
の
体
裁
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
そ
の
と

お
り
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
知
識
人
が
世
阿
弥
の
﹁
聞
書
﹂
と
銘

打
っ
て
見
出
し
を
付
け
た
可
能
性
は
︑
そ
の
人
物
が
附
会
説
の
作
成
者
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
︑
否
定
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
神
儀
篇
四

篇
本
の
見
出
し
﹁
聞
書
﹂
は
そ
の
素
案
の
状
態
が
何
ら
か
の
事
情
で
跡
を
留
め

た
も
の
で
あ
っ
て
︑﹁
神
儀
﹂
と
い
う
篇
名
は
︑
そ
の
後
世
阿
弥
が
全
体
を
最

終
的
に
修
訂
し
た
時
に
新
た
に
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
は
あ
ろ
う（

58
）

︒

　
さ
ら
に
附
言
す
れ
ば
︑
表
氏
は
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
の
後
半
部
（
第
三
条
第
五

段
）
を
︑
そ
の
一
節
が
な
く
て
も
前
後
の
文
脈
が
十
分
つ
な
が
る
記
事
で
あ
る
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と
述
べ
︑
増
補
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（

59
）

︒
つ
ま
り
︑
応
永
二
十
五
︑六
年

以
前
に
︑
そ
の
一
節
を
増
補
す
る
以
前
の
原
神
儀
篇
が
存
在
し
て
い
た
と
の
想

定
で
あ
る（

60
）

︒
し
か
し
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
推
測
か
ら
は
︑
右
の
現
象
は
知
識
人

が
考
案
し
た
説
と
︑
既
成
の
伝
承
を
素
材
と
し
た
前
後
の
説
と
の
質
の
違
い
に

起
因
す
る
と
見
れ
ば
了
承
し
う
る
も
の
で
あ
り
︑
右
の
よ
う
な
原
神
儀
篇
を
想

定
す
べ
き
理
由
は
と
く
に
な
い
と
考
え
る
︒

五
　
桃
源
瑞
仙
『
史
記
抄
』
に
う
か
が
わ
れ
る
世
阿
弥
の
猿
楽
観

―
―
「
申
楽
」
は
「
神
楽
」
の
藝
系
で
あ
る

　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
や
説
の
形
成
︑
執
筆
者
な
ど
︑

成
立
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
︑
以
下
の
節
で
は
そ
れ
を
承
け
て
︑
同
篇

の
著
述
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
第
一
に
︑
知
識
人
の
協
力
を
得
て
考
案

さ
れ
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
︑
世
阿
弥
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
表
章
氏
は
︑
猿
楽
の
役
者
に
獣
の
﹁
猿
﹂
字
を
用
い
た
﹁
猿

楽
﹂
表
記
を
嫌
う
意
識
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が（

61
）

︑
は
た
し
て
そ
れ
が
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
の
眼
目
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
同
じ

く
表
氏
が
関
連
資
料
と
し
て
注
目
し
た
︑
桃
源
瑞
仙
の
撰
述
に
係
る
﹃
史
記

抄
﹄
滑
稽
列
伝
所
載
の
一
話
の
内
容
を
参
照
し
つ
つ
︑
考
え
て
み
た
い
︒

　
世
阿
弥
の
次
世
代
の
五
山
僧
で
あ
る
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
三
︱
一
四
八
九
）

が
書
き
留
め
た
こ
の
逸
話
は
︑
東
福
寺
を
本
拠
地
と
し
た
禅
僧
岐
陽
方
秀

（
一
三
六
一
︱
一
四
二
四
）
と
世
阿
弥
と
の
交
流
を
示
す
資
料
と
し
て
︑
日
本
史

学
者
の
森
末
義
彰
氏
に
よ
り
能
楽
研
究
界
に
紹
介
さ
れ
て
以
来（

62
）

︑
能
楽
の
専
門

的
研
究
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
瑞
仙
が
方
秀
門
下
で
あ
っ
た

蔵
室
翁
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
と
す
る
︑
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
現
代
日
本
語
訳
は
後
述
）︒

世
阿
︙
︙
常
在
不
二
師
座
上
笑
談
︑
且
供
禅
寂
一
噱
︒
嘗
云
︑﹁
俗
之
語

訛
者
甚
矣
︒
呼
我
輩
為
猿
楽
︑
不
足
言
之
︑
其
変
成
申
楽
︑
猶
無
憑
拠
︑

況
於
猿
哉
︒
本
是
神
楽
也
︒
人
或
従
省
作
申
︑
爾
来
転
申
成
猿
︒
豈
不
誤

也
耶
﹂︒（
巻
十
六
﹁
滑
稽
列
伝
﹂
第
六
十
六
︑
標
点
引
用
者
）

（
63
）

右
の
﹁
嘗
云
﹂
以
下
は
︑
世
阿
弥
が
方
秀
の
許
で
禅
僧
に
向
か
っ
て
話
し
た
内

容
で
あ
る
が
︑
表
氏
は
次
の
よ
う
に
︑
そ
の
内
容
が
﹁
猿
楽
﹂
の
表
記
の
誤
り

を
指
摘
す
る
点
に
重
点
が
あ
る
と
解
し
︑
同
時
に
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
に
対
す
る

説
が
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
矛
盾
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒

素
直
に
読
め
ば
〝
世
間
の
言
葉
（
＝
用
字
）
に
は
訛
誤
が
多
い
︒
我
々
を

﹁
猿
楽
﹂
と
呼
ぶ
の
は
甚
だ
お
か
し
い
こ
と
だ
︒
そ
れ
を
変
え
て
﹁
申
楽
﹂

と
言
う
の
も
根
拠
が
な
い
︒
ま
し
て
﹁
猿
楽
﹂
な
ど
と
ん
で
も
な
い
︒
本

来
は
﹁
神
楽
﹂
な
の
だ
が
︑﹁
神
﹂
の
字
を
人
が
略
記
し
て
﹁
申
﹂
と
書
き
︑

そ
れ
が
さ
ら
に
﹁
猿
﹂
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
︑
誤
り
も
甚
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だ
し
い
〟
と
世
阿
弥
は
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒︹
神
儀
篇
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
と
較
べ
る
と
︺
本
来
は
﹁
神
楽
﹂
だ
と
言
う
点
は
共
通
し
︑﹁
猿
楽
﹂

は
甚
だ
お
か
し
い
と
の
点
も
︑﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
の
根
底
に
あ
っ

た
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
申
楽
﹂
と
書
く
の
は
根
拠
が
な
い
と
言
う

点
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
︒

（
64
）

し
か
し
右
の
文
の
解
釈
に
つ
い
て
再
考
す
る
に
︑﹁
其
変
成
申
楽
︑
猶
無
憑

拠
﹂
の
﹁
其
﹂
は
﹁
猿
楽
﹂
を
指
す
代
詞
で
は
な
く
︑﹁
其
れ
﹂
と
訓
み
︑
直

後
に
係
っ
て
個
別
の
場
合
を
提
示
す
る
（
一
種
の
仮
定
︑〝
︙
︙
に
つ
い
て
は
〟

〝
︙
︙
に
つ
い
て
も
〟
ほ
ど
の
意
を
表
す
）
連
詞
で
あ
る
︒
そ
れ
を
ふ
ま
え
︑
こ

の
一
連
の
文
を
私
に
現
代
日
本
語
訳
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

﹇
現
代
日
本
語
訳
﹈　
世
阿
弥
は
︙
︙
平
生
︑
不
二
和
尚
の
も
と
に
寄
っ
て

は
談
笑
し
︑
し
か
も
禅
の
悟
り
の
場
に
大
笑
い
を
提
供
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
︒
あ
る
時
︹
世
阿
弥
が
︺
言
っ
た
︑﹁
世
間
で
の
こ
と
ば
の
誤
り
は
ひ

ど
い
も
の
で
す
︒
我
々
を
﹃
猿
楽
﹄
と
見
な
す
な
ど
は
︹
ひ
ど
す
ぎ
て
︺

指
摘
す
る
値
打
ち
も
な
い
ほ
ど
で
す
︒︹﹃
神
楽
﹄
の
﹃
神
﹄
の
字
を
︺
変

形
し
て
﹃
申
楽
﹄
と
す
る
こ
と
︹
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
︺
で
さ
え
根
拠
が

な
い
の
に
︑
ま
し
て
や
﹃
猿
﹄
と
は
何
た
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒
本
来
は

神
楽
な
の
で
す
︒
人
々
の
な
か
で
一
部
の
人
が
︹﹃
神
﹄
字
の
偏
を
︺
省
略

し
て
﹃
申
﹄
と
改
め
︑
そ
の
後
︹
い
つ
の
間
に
か
︺﹃
申
﹄
字
が
変
え
ら
れ

て
﹃
猿
﹄
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
︒
誤
り
で
な
い
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
﹂
と
︒

右
で
は
﹁
変
じ
て
﹂
の
下
に
置
か
れ
る
賓
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は

下
文
の
︑
本
来
こ
の
藝
能
は
神
楽
で
あ
る
（﹁
本
是
神
楽
也
﹂）
と
い
う
主
張
を

前
提
と
し
た
言
辞
で
あ
り
︑﹁
8神
楽

0

0

﹂8
と
い
う
表
記
を
変
じ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
申
楽
﹂
と
表

記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
解
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑﹁
猿
楽
﹂
や

﹁
申
楽
﹂
よ
り
も
﹁
神
楽
﹂
の
ほ
う
が
そ
の
由
緒
を
直
接
に
示
す
本
来
的
な
こ

と
ば
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
根
拠
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒〝﹁
申

楽
﹂
表
記
に
は
根
拠
が
な
く
︑
ま
し
て
﹁
猿
楽
﹂
で
は
な
い
〟
と
言
っ
た
の
も
︑

〝
我
が
藝
能
は
も
と
神
楽

0

0

な
り
き
〟
の
一
点
を
強
調
す
る
あ
ま
り
︑
即
席
の
談

話
の
場
で
︑
実
際
の
世
阿
弥
の
考
え
以
上
に
﹁
申
楽
﹂
や
﹁
猿
楽
﹂
表
記
を
遠

ざ
け
る
よ
う
な
語
気
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
と
り
わ
け
︑

﹁
猿
楽
﹂
を
﹁
神
楽
﹂
に
直
結
さ
せ
る
効
力
を
も
つ
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
世
阿
弥

が
強
く
否
定
し
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
の
談
話
時
に
お
け
る
世
阿
弥
の
﹁
申

楽
﹂
表
記
に
対
す
る
考
え
そ
の
も
の
が
︑
神
儀
篇
と
矛
盾
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
考
え
る
︒

　
し
か
も
︑
表
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
︑﹃
史
記
抄
﹄
の
こ
の
逸
話
の
後
文

に
も
注
意
し
た
い
︒
そ
こ
に
は
桃
源
瑞
仙
の
評
と
し
て
︑﹁
蓋
和
樂
始
于
春
日
︑

江
樂
始
于
日
吉
︑
皆
日
本
之
神
樂
也
﹂（
思
う
に
︑
大
和
猿
楽
は
春
日
社
で
は
じ

ま
り
︑
近
江
猿
楽
は
日
吉
社
で
は
じ
ま
っ
た
の
だ
が
︑
と
も
に
日
本
国
の
神
楽
で
あ



『風姿花伝』神儀篇の成立経緯と著述の意図――「申楽」命名説を軸として
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る
）
と
い
う
文
が
記
さ
れ
て
い
る（

65
）

︒
瑞
仙
が
別
の
機
会
に
別
の
人
物
か
ら
聞
い

た
話
に
基
づ
い
た
文
で
あ
る
が（

66
）

︑
注
意
す
べ
き
は
︑
大
和
猿
楽
と
近
江
猿
楽
を

日
本
の
神
楽

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
述
べ
る
点
で
あ
る
︒
瑞
仙
も
︑
蔵
室
翁
か
ら
伝
聞
し
た

世
阿
弥
の
談
話
の
重
点
が
︑
猿
楽
を
﹁
神
楽
﹂
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と

理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
評
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
﹃
史
記
抄
﹄
の
世
阿
弥
の
逸
話
を
と
お
し
て
︑

あ
ら
た
め
て
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
読
み
直
せ
ば
︑﹁
猿
﹂
字
に
は
言

及
せ
ず
︑﹁
神
楽
な
り
し
を
﹂﹁
神
楽
を
わ
く
れ
ば
な
り
﹂
と
︑﹁
神
楽
﹂
と
の

関
連
を
繰
り
返
す
点
に
注
意
さ
れ
る
︒
作
成
者
で
あ
っ
た
知
識
人
が
こ
の
附
会

説
の
﹁
神
楽
﹂
に
ど
の
程
度
の
意
味
を
込
め
た
の
か
は
い
ま
明
ら
か
に
し
え
な

い
が
︑
少
な
く
と
も
世
阿
弥
に
と
っ
て
︑
こ
の
説
は
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
主
張
を
助

け
る
権
威
あ
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（

67
）

︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
は
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝

系
に
あ
る
と
す
る
思
想
の
支
え
と
し
︑
そ
れ
を
親
し
い
禅
僧
た
ち
の
間
で
話
題

に
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
時
期
は
世
阿
弥
が
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
以
後
︑
岐
陽
方
秀
が
没
し
た
応

永
三
十
一
年
二
月
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
桃
源
瑞
仙
﹃
史
記
抄
﹄
滑
稽
列

伝
の
逸
話
を
︑
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑

﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
の
世
阿
弥
が
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
に
あ
る
と
い

う
意
識
を
非
常
に
高
め
た
こ
と
が
︑
明
ら
か
に
な
る
︒

六
　
神
儀
篇
に
お
け
る
仏
教
性
・
神
道
性
の
対
比
と

春
日
の
神
事
の
重
視

―
―
『
風
姿
花
伝
』
序
文
へ
の
階
梯
と
し
て
の
神
儀
篇

　
上
に
見
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
は
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
︑
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
も
︑
猿
楽
を
神
道
と
結
び
つ
け
う
る
も
の

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
既
述
し
た
こ
と
が
ら
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
同
篇

に
は
神
道
の
み
な
ら
ず
仏
教
に
関
す
る
記
述
も
少
な
く
な
く
︑
神
仏
習
合
的
要

素
も
含
ま
れ
る
︒
神
儀
篇
に
お
い
て
宗
教
性
が
そ
の
読
解
の
重
要
な
鍵
を
握
る

こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
そ
の
宗
教
的
記
述
は
相
互
に
ど
の
よ
う
に
連
関
し
︑
神

儀
篇
を
最
終
的
に
ま
と
め
た
世
阿
弥
は
そ
れ
に
よ
り
何
を
説
こ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
た
い
︒

　
神
儀
篇
に
は
︑
猿
楽
の
仏
教
性
・
神
道
性
と
と
も
に
︑
両
者
の
性
質
と
密
接

に
関
連
す
る
外
来
性
・
日
本
国
性
の
両
方
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
し
た
第
一

条
の
神
道
性
に
対
す
る
第
二
条
の
仏
教
性
︑
第
三
条
の
秦
河
勝
の
秦
始
皇
帝
再

誕
説
・
荒
神
説
（
外
来
性
︑
本
地
垂
迹
説
す
な
わ
ち
神
道
に
対
す
る
仏
教
の
優
位

性
）
に
対
す
る
神
楽
の
藝
系
を
引
く
仮
面
藝
能
﹁
申
楽
﹂
の
創
始
（
神
道
性
・

日
本
国
性
）︑
第
四
条
の
狂
言
綺
語
と
し
て
の
猿
楽
（﹁
月
氏
・
辰
旦
・
日
域
に
伝

る
狂
言
綺
語
﹂
云
々
︑
外
来
性
）
に
対
す
る
︑
日
本
の
国
家
行
事
と
し
て
の
国

土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
祈
禱
（
日
本
国
性
）︑
第
五
条
の
興
福
寺
維
摩
会
の
舞



68

延
年
（
仏
教
性
）
に
対
す
る
春
日
大
社
の
二
月
の
神
事
の
猿
楽
（
神
道
性
）︑
第

六
条
の
近
畿
各
地
の
猿
楽
の
奉
仕
先
と
し
て
の
寺
社
名
（
神
道
性
・
仏
教
性
）

等
︑
す
べ
て
の
条
々
に
わ
た
り
︑
そ
れ
ら
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
ろ
う
︒

　
神
儀
篇
の
こ
の
仏
教
性
・
外
来
性
と
神
道
性
・
日
本
国
性
の
対
比
に
は
︑
両

者
の
均
衡
を
保
っ
た
対
表
現
的
な
記
述
も
見
ら
れ
る
が
︑
た
だ
し
︑
同
篇
全
体

と
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
猿
楽
の
両
義
性
や
両
者
の
対
等
性
を
説
い
て
い
る
と
は

言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
第
三
条
の
河
勝
伝
説
や
第
五
条
前
半
の
興
福
寺
維

摩
会
延
年
の
説
な
ど
︑
世
阿
弥
の
協
力
者
の
素
案
と
見
ら
れ
る
部
分
に
猿
楽
の

外
来
性
や
仏
教
性
の
叙
述
の
多
い
こ
と
は
︑
そ
の
人
物
が
猿
楽
の
神
道
性
・
日

本
国
性
に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る（

68
）

︒
そ
れ
に
対

し
︑
世
阿
弥
が
書
き
足
し
た
と
見
ら
れ
る
第
五
条
後
半
及
び
第
六
条
は
︑
大
和

猿
楽
の
参
勤
先
が
春
日
大
社
で
あ
る
と
す
る
︑
神
道
的
な
内
容
で
あ
る
点
に
注

意
し
た
い
︒
ま
た
︑
神
儀
篇
全
体
の
展
開
も
︑
ま
ず
神
代
の
神
楽

0

0

か
ら
説
き
起

こ
し
︑
天
竺
起
源
説
及
び
秦
河
勝
伝
説
を
介
し
て
︑
次
第
に
日
本
の
仮
面
藝
能

﹁
申
楽
﹂
の
創
始
と
そ
の
国
家
行
事
へ
の
藝
能
勤
仕
へ
と
説
き
進
み
︑
興
福
寺

維
摩
会
の
﹁
舞
延
年
﹂
の
説
を
挟
ん
で
︑
最
後
に
は
︑
春
日
大
社
の
神
事

0

0

に
奉

仕
す
る
大
和
猿
楽
の
神
道
性

0

0

0

の
強
さ
︑
天
下
泰
平
を
祈
禱
す
る
日
本
国

0

0

0

に
お
け

る
猿
楽
の
藝
能
的
役
割
と
効
能
の
主
張
へ
と
落
着
し
て
い
る
︒
世
阿
弥
が
最
終

的
に
ま
と
め
た
神
儀
篇
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
説
の
展
開
は
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂

の
藝
系
に
あ
る
と
す
る
同
人
の
主
張
と
通
い
合
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
完
成
形

と
見
ら
れ
る
神
儀
篇
（
現
存
五
篇
本
）
で
は
︑
そ
の
篇
名
が
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
神0

儀
﹂
と
付
さ
れ
神
道
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
先
述

し
た
よ
う
に
︑
四
篇
本
に
見
ら
れ
る
﹁
聞
書
﹂
の
見
出
し
の
文
献
学
的
な
位
置

付
け
は
確
定
し
え
な
い
が
︑
同
篇
を
﹁
神
儀
﹂
と
名
付
け
た
の
は
世
阿
弥
で
あ

り
︑
ま
た
そ
れ
が
同
人
の
最
終
決
定
と
し
て
の
篇
名
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
世
阿
弥

は
︑
権
威
あ
る
既
成
の
伝
承
に
基
づ
く
︑
外
来
性
・
仏
教
性
の
勝
っ
た
説
を
排

除
し
て
は
い
な
い
が
︑
同
人
が
神
儀
篇
で
最
終
的
に
強
調
し
た
の
は
︑
猿
楽
の

神
道
性
・
日
本
国
性
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
︑
大
和
猿
楽
の
こ
の
神
道
性
・
日
本
国
性
や

春
日
社
の
神
事
と
の
関
係
の
主
張
は
︑
神
儀
篇
だ
け
で
な
く
︑
同
じ
く
﹃
風
姿

花
伝
﹄
完
成
間
近
に
な
っ
て
著
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
同
書
全
体
の
序
文
に

も（
69
）

︑
次
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

夫
︑
申
楽
延
年
の
事こ
と

業わ
ざ

︑
其
源
を
尋
る
に
︑
或
は
仏
在
所
よ
り
起
り
︑
或

は
神
代
よ
り
伝
る
と
い
へ
ど
も
︑
時
移
り
︑
世
隔
た
り
ぬ
れ
ば
︑
其
風
を

学
ぶ
力
︑
及
び
が
た
し
︒
近
比
万
人
の
も
て
あ
そ
ぶ
所
は
︑
推
古
天
皇
の

御
宇
に
︑
聖
徳
太
子
︑
秦
河
勝
に
仰
て
︑
且
は
天
下
安
全
の
た
め
︑
且
は

諸
人
快
楽
の
た
め
︑
六
十
六
番
の
遊
宴
を
成
て
︑
申
楽
と
号
せ
し
よ
り
以

来
︑
代
々
の
人
︑
風
月
の
景
を
仮
て
︑
此
遊
び
の
中
だ
ち
と
せ
り
︒
其
後
︑

か
の
河
勝
の
遠
孫
︑
こ
の
藝
を
相
続
ぎ
て
︑
春
日
・
日
吉
の
神
職
た
り
︒

仍よ
っ
て︑
和
州
・
江
州
の
輩
︑
両
社
の
神
事
に
従
ふ
事
︑
今
に
盛
な
り
︒︹
以
下
略
︺
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こ
の
序
文
は
︑﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
を
想
起
さ
せ
る
﹁
申
楽
延
年
﹂
の
語
が
冒

頭
に
見
え
る
こ
と
を
は
じ
め
︑
神
儀
篇
の
内
容
と
重
な
り
が
多
く
︑﹁
或
は
仏0

在
所

0

0

よ
り
起
り
︑
或
は
神
代

0

0

よ
り
伝
る
﹂
と
神
儀
篇
第
一
条
・
第
二
条
を
承
け

た
︑
仏
教
性
・
外
来
性
と
神
道
性
・
日
本
国
性
の
均
衡
を
保
っ
た
記
述
も
含
む
︒

し
か
し
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
除
け
ば
神
儀
篇
第
三
条
の
内
容
を
反
映
せ
ず
︑

秦
河
勝
の
超
人
性
へ
の
言
及
が
な
く
︑
必
ず
し
も
同
篇
全
体
の
要
約
に
は
な
っ

て
い
な
い
︒
ま
た
︑
太
子
統
治
期
以
下
の
記
述
に
お
い
て
︑﹁
天
下

0

0

安
全
の
た

め
﹂
の
行
事
と
し
て
河
勝
が
﹁
申
楽
﹂
を
勤
め
︑
そ
の
遠
孫
が
﹁
春
日
・
日
吉

の
神
職

0

0

﹂
と
な
り
神
事

0

0

に
参
勤
し
て
い
る
と
し
て
︑
そ
の
日
本
国
性
・
神
道
性

を
示
す
一
方
で
︑
外
来
的
・
仏
教
的
側
面
が
褪
色
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
は
︑

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥

が
神
儀
篇
を
と
お
し
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
猿
楽
の
国
家

0

0

行
事
の
藝
能
と
し
て

の
効
能
や
︑
大
和
猿
楽
の
春
日
社
と
強
く
結
び
つ
く
神
道
性

0

0

0

が
︑
端
的
に
表
明

さ
れ
て
い
る
︒

　
神
儀
篇
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
が
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
に
お
い
て
認

識
さ
れ
て
い
た
猿
楽
の
仏
教
性
・
外
来
性
に
配
慮
し
つ
つ
︑
そ
れ
と
は
逆
の
神

道
性
・
日
本
国
性
を
猿
楽
本
来
の
性
質
で
あ
る
と
説
い
た
伝
書
で
あ
る
︒
太
子

が
内
裏

0

0

で
の
仮
面
藝
能
を
企
画
し
︑﹁
申
楽
﹂
と
命
名
し
て
そ
れ
が
﹁
神
楽

0

0

﹂

の
藝
系
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
時
点
が
︑
猿
楽
と
い
う
日
本
国

0

0

0

の
藝
能
の
起
点

で
あ
り
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
春
日
社
の
﹁
天
下

0

0

泰
平
﹂
の
神
事

0

0

を
勤
め
る

こ
と
と
な
っ
た
︱
︱
こ
の
新
し
い
大
和
猿
楽
の
来
歴
物
語
を
︑
旧
来
の
由
緒
の

基
盤
を
塗
り
替
え
る
形
で
作
り
上
げ
︑
大
和
猿
楽
に
神
道
性
・
日
本
国
性
の
烙

印
を
押
し
つ
つ
︑
春
日
の
神
事
と
の
緊
密
な
関
係
を
示
す
こ
と
︑
こ
れ
が
﹃
風

姿
花
伝
﹄
序
文
の
著
述
に
直
結
す
る
︑
最
終
的
な
神
儀
篇
の
主
旨
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か（

70
）

︒
大
和
猿
楽
の
性
格
を
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
︑
応
永

二
十
年
代
半
ば
（
一
四
一
八
頃
）
の
世
阿
弥
に
と
っ
て
何
ら
か
の
理
由
で
重
要

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
︑
知
識
人
に
よ
る
創
作
の
段
階

で
は
︑
猿
楽
の
﹁
神
楽
﹂
と
の
関
係
を
そ
こ
ま
で
強
調
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
少
な
く
と
も
結
果
的
に
世
阿
弥
の
そ
の
よ
う
な
新
し

い
主
張
を
支
え
︑
神
儀
篇
の
主
張
の
核
を
な
す
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

七
　
神
儀
篇
著
述
の
動
機
と
背
景
の
一
端

―
―
翁
猿
楽
と
春
日
社
参
勤
の
重
視
の
意
味

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
︑
神
儀
篇
は
大
和
猿
楽
を
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
と

性
格
付
け
︑
春
日
の
神
事
と
結
び
つ
け
た
一
篇
で
あ
っ
た
︒
そ
の
思
想
が
﹃
風

姿
花
伝
﹄
序
文
に
端
的
に
示
さ
れ
︑
同
書
完
成
へ
と
収
束
し
た
と
見
ら
れ
る
が
︑

応
永
二
十
年
代
半
ば
（
一
四
一
八
頃
）
に
至
っ
て
︑
新
た
に
そ
の
よ
う
な
思
想

が
示
さ
れ
た
動
機
と
は
何
で
あ
っ
た
か
︒
最
終
節
で
あ
る
本
節
で
は
︑
そ
の
一

端
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

　
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
︑
大
半
が
翁
猿
楽
で
は
な
い
脇
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能
以
下
の
能
の
藝
の
在
り
か
た
や
心
構
え
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

神
儀
篇
及
び
先
述
し
た
﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
の
前
半
部
に
限
っ
て
︑
翁
猿
楽
を

主
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
第
四
条
に
︽
式
三
番
︾
の

由
緒
を
述
べ
︑
第
五
条
に
春
日
興
福
寺
の
神
事
す
な
わ
ち
薪
猿
楽
に
お
け
る
春

日
社
頭
の
︽
翁
︾（
呪
師
走
り
）
を
取
り
上
げ
て
い
る（

71
）

こ
と
等
か
ら
明
ら
か
で

あ
り
︑
春
日
・
日
吉
の
﹁
御
神
事
﹂
や
﹁
神
職
﹂
と
い
う
信
仰
性
の
強
い
こ
と

ば
も
翁
猿
楽
を
示
唆
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
春
日
社
頭
の
︽
翁
︾
は
原
則
的
に

座
の
長お
さ

が
担
う
藝
で
あ
り
︑
世
阿
弥
の
よ
う
な
能
役
者
が
勤
め
る
も
の
で
は
な

か
っ
た（

72
）

︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
の
世
阿
弥
に
お
い
て

高
ま
っ
た
猿
楽
の
神
道
性
・
日
本
国
性
へ
の
意
識
は
︑
翁
猿
楽
を
自
身
の
藝
系

の
本
藝
と
し
て
標
ひ
ょ
う

榜ぼ
う

す
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

　
第
二
に
︑
そ
れ
が
大
和
猿
楽
の
春
日
社
参
勤
の
重
要
性
の
認
識
と
一
体
で

あ
っ
た
点
が
注
意
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
想
起
す
べ
き
は
︑
興
福
寺
薪
猿
楽

の
修
二
会
離
脱
︑
す
な
わ
ち
世
阿
弥
若
年
時
に
お
け
る
両
金
堂
へ
の
翁
猿
楽
を

含
む
猿
楽
参
勤
の
廃
絶
に
よ
り
︑
同
薪
猿
楽
は
寺
院
内
で
の
翁
猿
楽
を
闕か

き
︑

春
日
社
の
そ
れ
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る（

73
）

︒
神
儀
篇
が
大
和
猿
楽
の
春
日
の

神
事
へ
の
奉
仕
を
述
べ
神
道
性
を
強
調
す
る
の
は
︑
こ
の
興
福
寺
参
勤
の
変
遷

の
史
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
神
儀
篇
が
︑
そ
の
薪
猿
楽
の
実
態
の
変
化
を
強
い
動
機
と
し
て
著

述
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
大
和
猿
楽
の
興
福
寺
修
二
会
離
脱
か
ら
す
で
に

三
十
年
以
上
を
経
て
お
り
︑
し
か
も
︑
法
会
や
神
事
か
ら
い
さ
さ
か
離
れ
た
︑

京
都
の
足
利
将
軍
家
文
化
圏
を
主
要
な
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
た
世
阿
弥
に

と
っ
て
︑
奈
良
の
春
日
社
に
奉
仕
す
る
猿
楽
よ
り
も
︑
京
都
を
中
心
と
し
た
能

の
在
り
か
た
を
考
え
る
ほ
う
が
︑
実
質
的
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
︒
実
際
︑
世
阿
弥
が
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
自
身
の
京
都
竹
个
鼻

勧
進
猿
楽
を
お
そ
ら
く
き
っ
か
け
と
し
て
﹃
花
伝
﹄
に
書
き
続
け
て
き
た
内
容

の
大
半
は
︑
室
町
文
化
が
形
成
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
環
境
を
︑
如
実
に
反
映
し

て
い
る
と
言
え
る
︒

　
で
は
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
に
至
っ
て
︑
世
阿
弥
は
な
ぜ
春
日
社
で
の
翁
猿

楽
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
︑

神
儀
篇
著
述
と
相
前
後
す
る
世
阿
弥
の
衆
人
愛
敬
説
︑
す
な
わ
ち
﹃
風
姿
花

伝
﹄
奥
義
篇
後
半
部
を
中
心
と
し
た
論
で
あ
る（

74
）

︒
そ
こ
に
は
︑
観
客
の
貴
賤
︑

上
演
の
場
の
都と

鄙ひ

を
問
わ
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
鑑
賞
者
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
世
阿

弥
の
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
は
足
利
将
軍
家
を
最
重
視
し
て
い

た
世
阿
弥
の
︑
視
野
の
拡
が
り
や
思
想
的
な
深
ま
り
が
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る

が
︑
そ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
観
世
座
の
統
率
者
と
い
う
立

場
か
ら
の
︑
活
動
の
方
針
の
転
換
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
幅
広

い
鑑
賞
者
を
世
阿
弥
が
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
当
時
の
将
軍
家
当
主

で
あ
っ
た
足
利
義
持
が
︑
田
楽
新
座
の
能
役
者
増
阿
弥
を
破
格
に
厚
遇
し
た
こ

と
の
影
響
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
増
阿
弥
の
活
躍
は
︑
応
永
二
十
年
代

（
一
四
二
三
︱
）
に
入
る
頃
か
ら
義
持
の
晩
年
に
あ
た
る
応
永
三
十
年
代
前
半

ま
で
続
い
た
︒
そ
の
情
況
下
︑
世
阿
弥
が
︑
将
軍
家
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
観
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世
座
が
か
つ
て
と
同
様
の
活
躍
の
場
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
一
種
の

諦
観
︑
あ
る
い
は
見
き
わ
め
を
生
じ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
︒

奥
義
篇
後
半
部
に
は
︑
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
文
言
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

た
と
ひ
︑
天
下
に
許
さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
も
︑
力
な
き
因
果
に
て
︑

万
一
少
し
廃
る
ゝ
時
分
あ
り
と
も
︑
田
舎
・
遠
国
の
褒
美
の
花
失
せ
ず
は
︑

ふ
つ
と
道
の
絶
ふ
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
道
絶
え
ず
は
︑
又
天
下
の
時

に
合
ふ
事
あ
る
べ
し
︒

世
阿
弥
は
義
持
政
権
期
を
と
お
し
て
︑
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
︑
将
軍
家
側

近
の
役
者
と
し
て
の
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
応
永
二
十
年
代
半
ば
か

ら
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
名
目
に
こ
だ
わ
ら
ず
︑
都
以
外
で
の
演
能
の
場
の
確
保

や
開
拓
を
試
み
︑
そ
の
方
面
の
活
動
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
︑
ま
た
政
権
が
変
わ
っ
た
時
に
﹁
天
下
﹂
す

な
わ
ち
国
の
最
高
権
力
の
下
で
再
起
す
べ
く
︑
雌
伏
し
座
を
持
ち
こ
た
え
よ
う

と
し
た
︑
こ
の
時
期
の
世
阿
弥
の
方
針
が
︑
右
の
文
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
神
儀
篇
に
春
日
興
福
寺
と
い
う
具
体
名
を
挙
げ
︑
大

和
猿
楽
を
春
日
社
参
勤
の
座
と
明
記
し
た
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
︑
世
阿
弥
が
あ

ら
た
め
て
春
日
興
福
寺
と
の
関
係
の
強
化
に
努
め
た
な
ど
の
事
情
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
︒

　
こ
の
点
に
関
し
て
同
時
に
注
意
す
べ
き
は
︑
神
儀
篇
で
は
︑
当
時
の
将
軍
家

周
辺
に
お
い
て
猿
楽
と
同
様
に
重
要
で
あ
っ
た
田
楽
の
話
題
に
つ
い
て
︑
い
さ

さ
か
も
触
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
の
義
満
政
権
晩
期

の
執
筆
と
推
定
さ
れ
る
前
半
部
で
は（

75
）

︑
猿
楽
と
は
異
な
る
と
述
べ
な
が
ら
も
田

楽
に
言
及
し
︑
世
阿
弥
出
家
後
の
講
話
で
も
田
楽
の
能
役
者
や
起
源
を
話
題
に

し
て
い
る
（﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
序
等
）︒
世
阿
弥
の
そ
れ
ら
の
態
度
か

ら
は
︑
神
儀
篇
で
も
田
楽
に
つ
い
て
記
述
す
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
︒

翁
猿
楽
は
言
う
ま
で
も
な
く
田
楽
と
は
異
な
る
猿
楽
の
専
門
藝
で
あ
っ
た
が
︑

同
篇
が
翁
猿
楽
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
と
︑
田
楽
に
言
及
し
な
い
こ
と
と
は
︑

同
一
の
事
情
に
よ
る
現
象
の
両
面
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
神
儀
篇
著
述
の
意

図
の
一
つ
は
︑
田
楽
な
ら
ぬ
猿
楽
に
つ
い
て
説
く
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
︑

当
時
の
世
阿
弥
が
︑
大
和
猿
楽
の
本
藝
で
あ
る
翁
猿
楽
の
存
在
意
義
を
強
調
し
︑

増
阿
弥
属
す
る
田
楽
に
対
す
る
差
別
化
を
図
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
︒

　
さ
ら
に
参
照
す
べ
き
は
︑
松
岡
心
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
応
永
二
十
三

年
九
月
及
び
二
十
四
年
八
月
に
義
持
が
奈
良
に
下
向
し
興
福
寺
を
訪
れ
︑
世
阿

弥
を
含
め
た
猿
楽
の
催
し
に
臨
ん
だ
後
日
︑
一
条
院
に
お
い
て
増
阿
弥
の
能
を

観
た
こ
と
で
あ
る（

76
）

︒
神
儀
篇
著
述
を
や
や
遡
る
こ
の
機
会
に
︑
興
福
寺
関
係
者

が
義
持
の
増
阿
弥
愛
好
を
実
感
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
一
条
院
は
薪
猿
楽
の

別
当
坊
猿
楽
の
場
で
も
あ
る
︒
増
阿
弥
率
い
る
田
楽
新
座
も
古
来
奈
良
を
本
拠

地
と
し
て
い
た
が（

77
）

︑
世
阿
弥
が
右
の
折
に
︑
京
都
は
と
も
か
く
興
福
寺
で
の
地

位
は
守
り
た
い
と
の
思
い
を
起
こ
す
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
ろ
う
︒
右
の
興
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福
寺
演
能
は
︑
神
儀
篇
の
内
容
と
の
関
連
に
お
い
て
も
︑
注
意
し
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
翁
猿
楽
奉
仕
と
大
和
猿
楽
の
春
日
社
参
勤
を
重
視
す
る
神
儀

篇
の
内
容
は
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
に
お
け
る
世
阿
弥
を
取
り
巻
く
情
況
︑
す

な
わ
ち
足
利
義
持
の
増
阿
弥
厚
遇
を
背
景
と
し
て
こ
そ
︑
了
解
し
う
る
の
で
は

な
い
か
︒
逆
境
に
陥
っ
た
観
世
座
の
対
策
と
し
て
︑
世
阿
弥
は
︑
京
都
ば
か
り

で
な
く
︑
春
日
興
福
寺
を
は
じ
め
︑
都
以
外
の
地
域
に
お
け
る
演
能
活
動
の
場

を
守
り
︑
模
索
す
る
こ
と
を
も
考
え
始
め
た
︱
︱
そ
れ
が
こ
の
神
儀
篇
の
内
容

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
見
た
い
︒

結
語
―
―
『
風
姿
花
伝
』
に
お
け
る
神
儀
篇
の
意
義

　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
・
著
者
等
の
文
献
学
的
な

事
柄
に
つ
い
て
︑
ま
た
そ
の
伝
書
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
︑
同
篇
に
関
す
る

表
章
氏
の
説
を
中
心
と
し
た
従
来
説
を
再
考
し
︑
従
来
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

同
篇
の
各
条
︑
個
別
の
説
に
即
し
た
具
体
的
な
検
証
・
考
察
を
行
っ
た
結
果
︑

従
来
説
と
は
異
な
る
結
論
︑
ま
た
は
従
来
説
に
お
い
て
明
確
で
は
な
か
っ
た
事

柄
に
つ
い
て
︑
よ
り
明
確
な
結
論
を
得
た
︒
そ
れ
ら
を
以
下
に
ま
と
め
れ
ば
︑

神
儀
篇
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
直
前
の
応
永
二
十
五
︑六
年
（
一
四
一
八
︑一
九
）

前
後
に
発
案
︑
著
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
何
ら
か
の
知
識
人
が
協

力
し
た
特
別
な
一
篇
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が

﹃
説
文
解
字
﹄
に
関
す
る
知
識
・
教
養
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
︑

そ
れ
を
既
成
の
大
和
猿
楽
の
伝
承
と
統
合
し
由
緒
説
と
し
て
編
ん
だ
そ
の
人
物

の
漢
文
に
秀
で
た
筆
力
が
︑
第
三
条
を
中
心
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
世

阿
弥
は
︑
そ
れ
に
手
を
加
え
て
全
体
を
ま
と
め
直
し
た
︒
そ
れ
が
現
存
本
神
儀

篇
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
同
人
は
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
と
す
る

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
根
拠
と
し
て
︑
興
福
寺
薪
猿
楽
の
一
環
と
し
て
の
春
日
社

へ
の
翁
猿
楽
奉
仕
を
大
和
猿
楽
の
根
本
の
勤
め
と
位
置
付
け
強
調
す
る
と
と
も

に
︑
太
子
・
村
上
天
皇
の
故
事
を
根
拠
と
し
て
日
本
の
国
家
行
事
の
藝
能
と
し

て
の
効
用
を
主
張
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
応
永
二
十
年
代
に
入
る
頃
か
ら
の
足
利

義
持
の
増
阿
弥
厚
遇
と
い
う
情
況
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
く
︑

神
儀
篇
は
︑
相
対
的
に
逆
境
に
陥
っ
た
大
和
猿
楽
観
世
座
の
棟
梁
と
し
て
の
世

阿
弥
の
意
向
や
方
針
に
著
述
の
端
を
発
し
た
︑
相
当
に
意
図
的
な
書
物
で
あ
っ

た
と
言
え
る
︒
そ
こ
に
は
︑
将
軍
家
の
傘
下
で
の
演
能
活
動
に
疑
問
を
挟
む
こ

と
の
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
在
り
か
た
を
根
本
的
に
見
直
し
︑
春
日
興
福
寺
と

の
関
係
保
持
な
ど
に
目
を
向
け
始
め
た
世
阿
弥
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
︒

　
神
儀
篇
が
こ
の
よ
う
に
︑
既
成
の
伝
承
内
容
を
忠
実
に
写
し
た
素
朴
な
伝
説

の
類
で
は
な
く
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
の
特
別
な
情
況
下
に
お
け
る
一
種
の
猿

楽
観
の
提
示
で
あ
り
︑
あ
ら
た
な
猿
楽
の
伝
統
・
来
歴
の
説
の
構
築
で
あ
っ
た

こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
世
阿
弥
が
演
能
の
在
り
か
た
を
模
索
す
る

過
程
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
は
︑
同
篇
は
﹃
花
伝
﹄﹃
風
姿
花
伝
﹄
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の
他
篇
と
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
神
儀
篇
が
藝
能
史
研
究
や
説
話

史
研
究
︑
民
俗
学
等
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
序
に
述
べ
た
が
︑
そ

の
場
合
に
も
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
同
書
の
史
料
性
に
は
注
意
を
要
す
る
︒

　
世
阿
弥
が
著
述
の
協
力
を
得
た
知
識
人
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
今
後
な
お
考

察
を
要
す
る
が
︑
い
ま
言
え
る
こ
と
と
し
て
︑
そ
の
人
物
が
漢
文
方
面
の
学
識

を
有
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
注
釈
あ
る
い
は
神
道
説
に
も
親
し
ん
で
い
た
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
︒
世
阿
弥
と
の
交
流
が
知
ら
れ
て
い
る
禅
僧
で

あ
る
岐
陽
方
秀
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
や
神
道
説
と
は
縁
が
薄
い
こ
と
か
ら
も
︑

そ
の
候
補
か
ら
は
外
れ
る
と
見
て
よ
い
︒
ま
た
そ
の
漢
文
訓
読
体
の
文
章
力
や

附
会
の
巧
妙
さ
か
ら
見
れ
ば
︑
定
型
文
の
作
成
や
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
神
話
﹂
の

伝
達
が
精
一
杯
と
い
う
水
準
を
大
き
く
超
え
る
教
養
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
お
そ

ら
く
は
漢
才
に
秀
で
た
貴
族
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
出
自
の
出
家
者
で
あ
ろ
う
︒

　
神
儀
篇
の
最
大
の
主
張
で
あ
る
猿
楽
の
神
道
性
と
春
日
社
参
勤
の
重
視
は
︑

そ
の
後
も
続
い
た
︒﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
の
冒
頭
に
は
﹁
申
楽
と
は

神
楽

0

0

な
れ
ば
﹂
と
あ
り
︑
永
享
八
年
の
奥
書
を
有
す
る
﹃
金
島
書
﹄
所
収
の
薪

の
神
事
の
謡
い
物
に
も
﹁
十
二
大
会
の
始
め
に
も
︑
こ
の
遊
楽
を
な
す
事
の
︑

当
代
の
今
に
至
る
ま
で
︑
目
前
あ
ら
た
な
る
︑
神
道

0

0

の
末
ぞ
久
し
き
﹂
と
あ
る

が（
78
）

︑
神
儀
篇
と
同
じ
く
興
福
寺
薪
猿
楽
の
春
日
社
頭
の
︽
翁
︾
を
取
り
上
げ
た

こ
の
謡
は
︑
神
儀
篇
著
述
期
ま
た
は
そ
れ
以
後
の
作
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
謡
が
次

代
の
義
教
政
権
期
︑
自
身
の
佐
渡
配
流
を
題
材
と
し
た
謡
い
物
集
の
最
後
に
収

録
さ
れ
た
事
実
は
︑
大
和
猿
楽
の
神
道
性
と
春
日
社
参
勤
が
︑
将
軍
家
と
の
関

係
に
お
い
て
さ
ら
な
る
不
遇
に
陥
っ
た
最
晩
年
の
世
阿
弥
の
精
神
的
支
柱
と
し

て
も
は
た
ら
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

付
記
：
本
稿
は
︑
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
金
（
研
究
課
題
番
号
：15 K02232

） 

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

注（
1
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
︑
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
に
い
っ
た
ん
完
成
し
弟
四
郎
に
相
伝
し

た
そ
の
前
身
と
し
て
の
第
一
次
﹃
花
伝
﹄（
年
来
稽
古
篇
・
物
学
篇
・
問
答
篇
の
三
篇
を

主
体
と
し
た
）
に
︑
世
阿
弥
自
身
が
大
幅
な
書
き
足
し
や
再
編
成
を
行
い
︑
約
二
十
年

後
に
﹃
風
姿
花
伝
﹄
と
い
う
新
し
い
書
名
を
冠
し
て
最
終
的
成
立
を
見
た
書
物
と
推
測

さ
れ
る
︒
右
三
篇
及
び
神
儀
篇
・
奥
義
篇
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
諸
篇
と
し
て
伝
わ
り
︑

第
一
次
﹃
花
伝
﹄
の
後
に
著
述
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
花
修
篇
・
別
紙
口
伝
が
﹃
花
伝
﹄

と
題
す
る
書
物
と
し
て
現
存
す
る
︒
こ
の
著
述
の
経
緯
に
つ
い
て
は
表
章
氏
が
最
初
に

指
摘
し
︑
筆
者
も
そ
れ
を
承
け
て
関
連
考
察
を
行
っ
た
︒
表
章
﹁
世
阿
弥
﹂
初
出

一
九
六
九
年
一
月
︑
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
﹃
謡
曲
・
狂
言
﹄︑
有
精
堂
出
版
︑

一
九
八
一
年
所
収
︑
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書
か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿

花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︑
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︑
等
諸
考
察
︒﹁
世

阿
弥
の
能
楽
伝
書
﹃
花
伝
﹄
花
修
篇
の
性
格
と
相
伝
に
関
す
る
問
題
﹂﹃
演
劇
研
究
﹄
第

三
十
八
号
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︑
そ
の
他
﹁
足
利
義
持
時
代
の
美
意
識
︱
︱
世
阿
弥
の

藝
論
の
冷
え
・
さ
び
・
無
文
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
一
〇
八
号
︑
二
〇
一
五
年
一
月
︑
注

（
8
）
掲
出
表
氏
稿
及
び
小
論
参
照
︒

（
2
）
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
四
〇
年
︑
一
三
七
頁
︒

（
3
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄︑
岩
波
講
座
　
能
・
狂
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言
Ⅱ
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
年
︑
三
二
頁
︒

（
4
）
こ
の
ほ
か
伊
藤
正
義
氏
は
︑
神
儀
篇
を
︑
大
和
猿
楽
が
誇
る
﹁
円
満
井
座
の
由
緒
﹂

と
し
て
の
﹁
猿
楽
史
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑
初
出

一
九
六
九
年
七
月
︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︑
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
〇
年
︑
二
六
五
︱

二
六
六
頁
︒

（
5
）
神
儀
篇
に
お
け
る
猿
楽
の
由
緒
来
歴
に
関
す
る
説
が
︑
様
々
な
説
を
綴
り
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
る
と
の
見
か
た
が
︑
能
勢
朝
次
注
釈
（
注
（
2
）
を
参
看
）
等
︑
大
方
の
共

通
理
解
と
な
っ
て
い
る
︒

（
6
）
下
記
を
は
じ
め
と
す
る
諸
論
考
︒
能
勢
朝
次
﹁
翁
猿
楽
の
発
生
﹂︑﹃
能
楽
源
流
考
﹄︑

岩
波
書
店
︑
一
九
三
八
年
︒
服
部
幸
雄
﹁
後
戸
の
神
﹂︑
初
出
一
九
七
三
年
七
月
︑﹁
宿

神
論
﹂︑
初
出
一
九
七
四
年
十
月
︱
一
九
七
五
年
二
月
︑
と
も
に
﹃
宿
神
論
︱
︱
日
本
芸

能
民
信
仰
の
研
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
所
収
︒
表
章
﹁
多
武
峰
の
猿
楽
﹂︑

初
出
一
九
七
四
年
十
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
所
収
︒

牧
野
和
夫
﹁
中
世
の
太
子
伝
を
通
し
て
見
た
一
︑二
の
問
題
（
１
）
︱
︱
世
阿
弥
︑
禅
竹

の
伝
書
の
場
合
﹂︑
初
出
一
九
八
一
年
三
月
︑﹁
無
明
法
性
の
こ
と
︱
覚
書
︱
﹃
無
明
法

性
合
戦
状
﹄
の
背
景
﹂
同
六
月
︑﹃
中
世
の
説
話
と
学
問
﹄︑
和
泉
書
院
︑
一
九
九
一
年
︑

所
収
︒
天
野
文
雄
﹁
翁
猿
楽
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︑
初
出
一
九
八
三
年
七
月
︑﹃
翁

猿
楽
研
究
﹄︑
和
泉
書
院
︑
一
九
九
五
年
︑
所
収
︒
山
路
興
造
﹁﹁
翁
猿
楽
﹂
考
﹂︑
初
出

一
九
八
五
年
二
月
︱
三
月
︑﹃
翁
の
座
︱
︱
芸
能
民
た
ち
の
中
世
﹄︑
平
凡
社
︑

一
九
九
〇
年
三
月
︑
所
収
︒

（
7
）
吉
田
東
伍
﹃
能
楽
古
典
　
世
阿
弥
十
六
部
集
﹄︑
磯
辺
甲
陽
堂
︑
一
九
〇
九
年
︑
序
引

二
一
︱
二
四
頁
︒

（
8
）
表
章
﹁
四
巻
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄
考
﹂︑
初
出
一
九
六
〇
年
三
月
︑
及
び
一
九
七
九
年
補

説
︑﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄︑
わ
ん
や
書
店
︑
一
九
七
九
年
︑
所
収
︒
同
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ

ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
一
九
九
四
年
三
月
︒
伊

藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︒
同
﹁
解
題
　
四
巻
本
風
姿
花
伝
﹂︑

﹃
室
町
ご
こ
ろ
︱
︱
中
世
文
学
資
料
集
﹄︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
八
年
︑
五
四
九
︱

五
五
三
頁
︒

（
9
）
神
儀
篇
に
対
す
る
記
紀
の
投
影
は
能
勢
朝
次
氏
︑
賢
愚
経
の
説
話
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
伊
藤
正
義
氏
説
参
照
︒
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
岩
波
書
店
︑

一
九
四
〇
年
︑﹁
風
姿
花
伝
第
四
︑
神
儀
云
﹂︹
神
儀
篇
︺︒
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承

考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︑
二
七
二
︱
二
七
四
頁
︒
ま
た
﹁
辨
散
楽
﹂
に
つ
い
て
は
︑

同
作
品
が
暗
示
と
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
生
ま
れ
た
に
相
違
な
い
と
の
能
勢
氏
の

見
解
が
あ
る
︒
能
勢
氏
上
記
著
書
︑
神
儀
篇
語
釈
及
び
﹁
評
﹂︒
な
お
注
（
36
）（
38
）

（
40
）
を
も
参
看
︒

（
10
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
四
八
︱
四
九
頁
︒﹁
世

阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
三
一
頁
︒

（
11
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

第
二
節
及
び
第
三
節
︒

（
12
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

以
下
の
記
述
等
︒﹁
以
上
に
﹁
第
四
神
儀
﹂︹
神
儀
篇
︺
成
立
応
永
二
十
五
年
以
降
説
を

開
陳
し
て
き
た
が
︑
言
葉
を
選
び
︑
可
能
性
を
強
調
し
た
だ
け
で
︑
そ
う
断
定
し
て
は

0

0

0

0

0

こ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

は
ず
で
あ
る
﹂（
二
六
頁
）︑﹁︹
神
儀
篇
成
立
は
︺
や
は
り
応
永
二
十
五
年

以
後
の
可
能
性
が
強
い
と
の
発
言
に
止
め
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
実
は
そ
れ

は
︑
次
節
︹
同
稿
第
四
節
﹁﹁
申
楽
﹂
説
の
発
想
は
世
阿
弥
と
は
別
人
か
﹂︺
に
述
べ
る

こ
と
を
も
勘
案
し
て
の
遠
慮
し
た
結
論

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
﹂（
二
八
頁
）
等
︒
な
お
傍
点
は
引

用
者
に
よ
り
︑︹
　
︺
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
注
で
あ
る
︒
以
下
同
じ
︒

（
13
）
注
（
12
）
に
引
用
し
た
表
氏
文
言
の
後
者
（
表
氏
稿
二
八
頁
）
は
︑
そ
れ
に
関
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
文
言
は
﹁
次
節
﹂
の
い
ず
れ
の
説
を
﹁
勘
案
﹂
し
た
か
に
つ
い

て
具
体
性
を
闕
く
が
︑
神
儀
篇
著
者
等
の
文
献
学
的
問
題
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な

い
情
況
が
︑
表
氏
の
成
立
年
代
推
定
の
論
調
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
︒

（
14
）
本
稿
に
引
用
す
る
﹃
風
姿
花
伝
﹄
本
文
は
︑
最
善
の
テ
キ
ス
ト
を
有
す
る
金
春
本
を

底
本
と
し
︑
か
つ
最
も
世
阿
弥
の
文
字
遣
い
に
近
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
吉
田
本
の
文

字
遣
い
に
な
る
べ
く
従
い
︑
他
の
主
要
伝
本
を
適
宜
参
照
し
︑
段
落
分
け
も
含
め
︑
本
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稿
筆
者
が
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
15
）
本
文
冒
頭
に
﹁
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例
﹂
が
各
々
第
一
条
の
神
代
起
源
説
・
第
二
条

の
天
竺
起
源
説
を
指
す
︒
そ
の
第
一
条
・
第
二
条
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑
申
楽
︑
神
代
の
は
じ
ま
り
と
云
は
︑
天
照
太
神
︑
天
の
岩
戸
に
こ
も
り
給
ひ
し
時
︑

天
下
と
こ
や
み
に
成
り
し
に
︑
八
百
万
の
神
達
︑
あ
ま
の
香
久
山
に
あ
つ
ま
り
︑
大

神
の
御
心
を
と
ら
む
と
て
︑
神
楽
を
奏
し
︑
せ
い
な
う
を
は
じ
め
給
ふ
︒
中
に
も
︑

あ
ま
の
う
ず
め
の
尊
︑
す
ゝ
み
出
給
て
︑
榊
の
枝
に
し
で
を
付
て
︑
声
を
あ
げ
︑
ほ

ど
ろ
焼
︑
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
︑
か
ん
が
ゝ
り
す
と
︑
う
た
い
舞
か
な
で
給
︒︹
第
一
条

第
一
段
︺

そ
の
御
声
ひ
そ
か
に
き
こ
ゑ
け
れ
ば
︑
大
神
岩
戸
を
す
こ
し
ひ
ら
き
た
ま
ふ
︒
国
土

又
明
白
た
り
︒
神
達
の
御
面
し
ろ
か
り
け
り
︒︹
第
一
条
第
二
段
︺

其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め
と
︑
云
々
︒
く
は
し
く
は
口
伝
に
あ
る
べ
し
︒

︹
第
一
条
第
三
段
︺

一
︑
仏
在
所
に
は
︑
し
ゆ
だ
つ
長
者
︑
祇
薗
精
舎
を
た
て
ゝ
供
養
の
時
︑
釈
迦
如
来
︑

御
説
法
あ
り
し
に
︑
提
婆
︑
一
万
人
の
外
道
を
と
も
な
い
︑
木
の
枝
・
篠
の
葉
に
し

で
を
付
て
を
ど
り
さ
け
め
ば
︑
御
供
養
の
べ
が
た
か
り
し
に
︑
仏
︑
舎
利
弗
に
御
目

を
加
へ
給
へ
ば
︑
仏
力
を
う
け
︑
御
後
戸
に
て
︑
鼓
・
し
や
う
が
を
と
ゝ
の
へ
︑
阿

難
の
才
覚
︑
舎
利
弗
の
知
恵
︑
富
楼
那
の
辯
説
に
て
︑
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
し
給

へ
ば
︑
外
道
︑
笛
・
鼓
の
音
を
き
ゝ
て
︑
後
戸
に
あ
つ
ま
り
︑
是
を
見
て
静
ま
り
ぬ
︒

其
隙
に
︑
如
来
供
養
を
宣
給
へ
り
︒︹
第
二
条
第
一
段
︺

そ
れ
よ
り
︑
天
竺
に
此
道
は
初
る
也
︒︹
第
二
条
第
二
段
︺

（
16
）
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
　
禅
竹
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
四
年
︑
補
注
二
〇
︒
同
﹁
世
阿

弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
二
二
︱
二
三

頁
︒
同
書
完
成
時
期
の
筆
者
の
推
測
は
こ
の
表
氏
説
と
異
な
る
が
︑
応
永
二
十
五
年
以

後
で
あ
る
と
考
え
る
点
は
同
様
で
あ
る
︒

（
17
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

二
二
︱
二
三
頁
︒

（
18
）
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書
か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿
花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄

隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︒
な
お
︑
こ
れ
は
表
氏
の
成
立
時
期
推
定
説
以
後
の
拙
論
で
あ

る
︒

（
19
）
注
（
7
）
を
参
看
︒

（
20
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
三
二
・
四
九
頁
︒

（
21
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
以
後
の
世
阿
弥
が
藝
論
に
漢
文
的
記
述
を
試
み
た
こ
と
は
表
氏

の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
初
歩
的
な
誤
り
が
見
ら
れ
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説

が
世
阿
弥
自
身
の
考
案
に
よ
る
と
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
︒
表
章
校
注
﹃
世
阿

弥
・
禅
竹
﹄︑
補
注
二
〇
︒

（
22
）
本
文
は
五
代
の
学
者
徐
鍇
の
同
書
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄（﹃
説
文
解
字
﹄
小
徐
本
）

に
拠
り
︑
清
の
道
光
年
間
祁
巂
藻
刻
本
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄（
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
）

よ
り
引
用
し
た
︒

（
23
）
右
﹁
疑
多
聲
字
﹂
は
︑
許
慎
の
説
解
に
﹁
從
示
︑
申
聲0

﹂
と
﹁
聲
﹂
字
（
形
声
文
字

の
声
符
）
が
あ
る
の
は
余
計
で
あ
り
︑
会
意
文
字
と
見
て
﹁
從
示
︑
申
﹂
と
す
べ
き
だ

と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

（
24
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
主
要
伝
本
に
は
こ
の
前
後
は
す
べ
て
﹁
た
の
し
み
を
申
に
よ
り
て
﹂
と

あ
る
が
︑
吉
田
本
は
校
註
者
で
あ
る
吉
田
東
伍
が
﹁
申
﹂
字
に
振
仮
名
﹁
マ
ヲ
ス
﹂
を

付
し
︑
従
来
の
世
阿
弥
伝
書
注
釈
に
お
い
て
も
︑
こ
の
字
は
﹁
ま
う
す
﹂
と
訓
ま
れ
〝
申

し
上
げ
る
〟
の
意
と
解
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹃
説
文
解
字
﹄﹃
繫
伝
﹄
の
〝
引
き
出

す
〟
の
意
に
従
え
ば
︑﹁
申
﹂
の
訓
み
は
諸
和
訓
資
料
の
同
字
条
に
見
え
る
﹁
の
ブ
﹂
が

適
合
す
る
︒
神
儀
篇
の
文
脈
か
ら
も
︑
こ
の
前
後
を
﹁
楽
し
み
を
申の

ぶ
る
に
よ
り
て
な

り
﹂
と
訓
み
︑
藝
に
よ
っ
て
楽
し
み
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
表
し
た
と
解
釈
す
る
余
地

を
残
す
か
と
考
え
る
︒

（
25
）
﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
伝
本
に
つ
い
て
は
下
記
住
吉
朋
彦
氏
稿
参
看
︒﹁︹
元
︺
刊
本
系

﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
伝
本
解
題
︱
︱
本
邦
中
世
期
漢
学
研
究
の
た
め
の
﹂﹃
日
本
漢
学
研

究
﹄
第
一
号
︑
一
九
九
七
年
十
一
月
︒﹁
古
活
字
本
﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
考
﹂﹃
斯
道
文

庫
論
集
﹄
第
四
四
号
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
︒
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（
26
）
﹃
碧
巌
録
不
二
鈔
﹄︑
普
照
序
﹁
順
神
﹂
注
︒﹃
日
本
書
紀
纂
疏
﹄
巻
一
﹁
神
代
﹂
注
︒

（
27
）
関
屋
俊
彦
﹁
能
・
狂
言
と
日
本
の
笑
い
﹂︑
木
村
洋
二
編
﹃
笑
い
を
科
学
す
る
︱
︱

ユ
ー
モ
ア
・
サ
イ
エ
ン
ス
へ
の
招
待
﹄︑
新
曜
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
28
）
続
群
書
類
従
︑
第
二
輯
下
所
収
本
文
に
拠
り
︑
標
点
等
︑
表
記
の
一
部
を
整
え
た
︒

（
29
）
伊
藤
正
義
監
修
﹃
磯
馴
帖
　
村
雨
篇
﹄（
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
）
所
収
本
文
に
拠

る
︒
た
だ
し
一
部
に
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
︒

（
30
）
﹃
宏
智
禪
師
廣
錄
﹄
巻
第
二
の
次
の
話
の
類
に
拠
る
と
見
ら
れ
る
︒

舉
仰
山
問
中
邑
：﹁
如
何
是
佛
性
義
﹂︒
邑
云
：﹁
我
與
爾
說
箇
譬
喻
︒
如
室
有
六
窓
中
安

一
獼
猴
︒
外
有
人
喚
云
狌
狌
︐
獼
猴
即
應
︐
如
是
六
窓
俱
喚
俱
應
︒﹂（
大
正
新
脩
大
蔵

経
第
四
八
冊
︑
二
五
頁
上
︒
六
の
窓
を
備
え
た
建
物
中
に
一
匹
の
猿
が
い
れ
ば
︑
外
か

ら
の
喚
び
か
け
に
応
え
る
声
は
六
つ
の
窓
す
べ
て
か
ら
聞
こ
え
る
が
︑
そ
の
声
は
一
つ

で
あ
る
︑
の
意
）︒

（
31
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

三
〇
︱
三
一
頁
︒

（
32
）
第
三
条
第
六
段
・
第
七
段
本
文
は
後
文
に
引
用
︒
ま
た
第
三
段
の
本
文
は
以
下
の
と

お
り
︒

御
門
き
ど
く
に
お
ぼ
し
め
し
︑
天
上
に
め
さ
る
︒
せ
い
じ
ん
に
し
た
が
ひ
て
︑
才
智

人
に
超
︑
年
十
五
に
て
大
臣
の
位
に
の
ぼ
り
︑
秦
の
姓
を
く
だ
さ
る
ゝ
︒﹁
し
ん
﹂
と

い
ふ
文
字
﹁
は
た
﹂
な
る
が
故
に
︑
秦
河
勝
是
な
り
︒

（
33
）
第
七
段
の
話
は
︑
能
︽
守
屋
︾
ま
た
は
そ
の
素
材
と
な
っ
た
話
の
要
約
で
あ
る
が
︑

こ
こ
で
の
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称
が
︑︽
守
屋
︾
の
詞
章
に
お
い
て
は
太
子
が
す
べ
て
単

に
﹁
太
子
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
異
な
る
点
も
︑
や
は
り
こ
の
段
の
執
筆
者
が
そ

の
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒

（
34
）
注
（
9
）
を
参
看
︒

（
35
）
神
儀
篇
第
一
条
の
記
紀
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
︑﹁
天
の
岩
戸
﹂
を
﹃
日
本
書

紀
﹄
は
﹁
天
石
窟
﹂︑﹃
古
事
記
﹄
は
﹁
天
石
屋
戸
﹂
と
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
は
岩
の
扉
部

分
に
限
定
す
る
場
合
に
の
み
﹁
磐
戸
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
記
紀
に
は
神
々
が
真
坂
樹
に

幣
を
付
け
て
祈
禱
し
た
︑
及
び
天
鈿
女
が
真
坂
樹
を
鬘
か
つ
ら

に
し
た
と
の
記
述
は
見
え
る
も

の
の
︑
天
鈿
女
命
が
榊
の
枝
を
手
に
取
り
歌
い
舞
っ
た
と
は
記
し
て
い
な
い
︒
さ
ら
に

記
紀
に
は
天
鈿
女
命
以
外
の
神
々
の
藝
能
演
戯
の
記
述
も
見
え
な
い
︒
同
条
の
説
話
は

こ
の
よ
う
に
記
紀
の
内
容
と
大
き
く
齟
齬
す
る
︑
非
正
統
的
な
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
日

本
紀
﹂（﹁
中
世
神
話
﹂）
の
一
例
で
あ
る
︒﹁
中
世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
に
つ
い
て
は

以
下
を
参
看
︒
伊
藤
正
義
﹁
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
︱
︱
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説

を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
文
学
﹄
第
四
〇
巻
一
二
号
︑
一
九
七
二
年
十
月
︒
山
本
ひ
ろ
子
﹃
中
世

神
話
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︒

（
36
）
こ
の
内
容
は
︑﹃
賢
愚
経
﹄
の
舎
利
弗
が
外
道
を
屈
服
さ
せ
た
話
な
ど
に
基
づ
く
脚
色

（
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
藝
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
四
八
︱
四
九
頁
）
で
は

あ
る
が
︑
翻
案
が
大
き
く
︑
全
く
別
の
説
話
と
し
て
成
立
し
て
い
る
︒
能
勢
朝
次
氏
は

興
福
寺
維
摩
会
の
延
年
の
伝
説
な
ど
と
関
連
が
あ
り
そ
う
な
仏
教
説
話
で
あ
る
と
述
べ
︑

伊
藤
正
義
氏
は
﹃
賢
愚
経
﹄
と
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
も
神
儀
篇
の
説
そ
の
も
の
の

典
拠
は
求
め
が
た
い
と
述
べ
る
︒
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
神
儀
篇
︑
評
︒

伊
藤
氏
説
は
注
（
9
）
を
参
看
︒

（
37
）
服
部
幸
雄
﹁
後
戸
の
神
﹂︑﹃
宿
神
論
﹄
所
収
︑
参
照
︒

（
38
）
た
だ
し
第
一
条
末
尾
は
﹃
古
語
拾
遺
﹄
の
内
容
も
ふ
ま
え
て
お
り
︑
同
部
分
は
知
識

人
に
よ
っ
た
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
︒
同
条
の
そ
の
部
分
の
み
︑﹁
国
土
又
明
白

た
り
︒
神
達
の
御
面
し
ろ
か
り
け
り
︒
其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め
と
︑
云
々
﹂

と
漢
文
訓
読
体
的
な
歯
切
れ
の
よ
い
文
体
と
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
︒
な
お

﹃
古
語
拾
遺
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
︒

（
39
）
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
二
八
二
︱
二
八
三
頁
︒
表

章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄
当
該
文
頭
注
︒

（
40
）
こ
の
話
の
登
場
者
で
あ
る
村
上
天
皇
と
秦
氏
安
の
組
み
合
わ
せ
が
︑
従
来
の
指
摘
の

と
お
り
﹃
本
朝
文
粋
﹄
所
収
対
策
文
﹁
辨
散
楽
﹂
の
発
問
者
と
答
申
者
で
あ
る
点
に
も

注
意
し
た
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
辨
散
楽
﹂
を
踏
ま
え
る
点
が
（
注
（
9
）
を
も
参
看
）︑

表
氏
が
神
儀
篇
の
説
に
知
識
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
推
測
し
た
根
拠
の
一
つ
で
あ
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り
︑
ま
た
右
の
点
以
外
に
も
︑﹁
辨
散
楽
﹂
の
用
語
や
背
景
に
あ
る
思
想
が
神
儀
篇
や
後

の
世
阿
弥
の
藝
論
に
も
反
映
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
（
中
世
文
学
会
平
成

二
十
八
年
秋
季
大
会
に
て
口
頭
発
表
）︒
こ
れ
に
関
す
る
論
は
別
稿
に
譲
る
︒

（
41
）
つ
ま
り
素
案
は
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

平
の
都
に
し
て
は
︑
村
上
天
皇
の
御
宇
に
︑
昔
の
上
宮
太
子
の
御
筆
の
申
楽
延
年
の

記
を
叡
覧
な
る
に
︑﹁︹
申
楽
延
年
と
い
う
藝
能
は
︺
月
氏
・
晨
旦
・
日
域
に
伝
る
き

や
う
げ
ん
き
ぎ
よ
を
も
て
︑
讃
仏
転
法
輪
の
因
縁
を
ま
も
り
︑
魔
縁
を
退
ぞ
け
︑
福

祐
を
ま
ね
く
︒
申
楽
舞
を
奏
す
れ
ば
︑
国
お
だ
や
か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠

也
﹂
と
︑
太
子
の
御
筆
あ
ら
た
な
る
に
よ
て
︑
村
上
天
皇
︑
申
楽
を
も
て
天
下
の
御

祈
禱
可
為
と
て
︑
秦
氏
安
に
お
ほ
せ
て
︑
六
十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
︒

（
42
）
第
四
条
第
二
段
・
第
三
段
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
︒

其
後
︑
六
十
六
番
ま
で
は
一
日
に
つ
と
め
が
た
し
と
て
︑
其
中
を
選
て
︑
稲イ
ナ

積ツ
ミ

の
翁

︿
翁
面
﹀︑
代ヨ
ナ

経ツ
ミ

翁
︿
三
番
申
楽
﹀︑
父
助
︑
こ
れ
三
を
さ
だ
む
︒
い
ま
の
代
の
式
三
番
︑

是
な
り
︒
則
︑
法
・
報
・
応
の
三
身
の
如
来
を
か
た
ど
り
奉
所
な
り
︒
し
き
三
番
の

口
伝
︑
別
紙
に
あ
る
べ
し
︒︹
第
二
段
︺

秦
氏
安
よ
り
︑
光
太
郎
・
金
春
ま
で
︑
廿
九
代
の
遠
孫
な
り
︒
こ
れ
︑
大
和
国
円
満

井
の
座
也
︒
を
な
じ
く
︑
氏
安
よ
り
相
伝
た
る
聖
徳
太
子
の
御
作
の
鬼
面
︑
春
日
の

御
神
影
︑
仏
舎
利
︑
是
三
︑
こ
の
家
に
伝
る
所
也
︒︹
第
三
段
︺

（
43
）
表
氏
は
︑﹁
さ
れ
ば
﹂﹁
し
か
れ
ば
﹂
さ
る
ほ
ど
に
﹂
の
三
種
の
接
続
詞
の
多
用
が
︑

世
阿
弥
の
文
体
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め

ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
三
一
頁
︒
な
お
︑
表
氏
が
神
儀
篇
に
﹁
し
か
れ
ば
﹂

の
用
例
が
な
い
と
述
べ
た
の
は
︑
単
純
な
見
落
と
し
で
あ
ろ
う
︒

（
44
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
問
答
篇
第
三
条
﹁
然
ば

0

0

︑
さ
る
が
く
の
当
座
に
於
い
て
も
﹂︑﹃
花
伝
﹄

花
修
篇
第
一
条
﹁
し
か
れ
ば

0

0

0

0

︑
よ
き
能
と
申
は
﹂
等
︒
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄

当
該
文
頭
注
及
び
補
注
七
五
︒

（
45
）
も
っ
と
も
︑
表
氏
は
こ
れ
ら
を
話
題
転
換
と
見
な
し
﹁
と
こ
ろ
で
﹂
と
訳
し
て
い
る
が
︑

世
阿
弥
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
例
は
︑
他
例
も
含
め
て
完
全
な
話
題
転
換
の
意
味
と
は
解

さ
れ
な
い
︒
こ
の
例
は
︑
興
福
寺
と
春
日
大
社
の
行
事
に
お
け
る
藝
能
に
は
除
魔
招

福
・
天
下
泰
平
の
効
用
が
あ
る
と
い
う
話
題
に
お
い
て
︑
興
福
寺
維
摩
会
が
除
魔
を
担

当
す
る
一
方
で

0

0

0

︑
春
日
御
社
上
り
の
猿
楽
は
天
下
泰
平
の
祈
禱
を
担
当
す
る
︑
と
い
う

両
者
の
均
衡
を
保
っ
た
緊
密
な
関
係
が
﹁
し
か
れ
ば
﹂
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
他

例
に
つ
い
て
は
い
ま
具
体
的
に
触
れ
な
い
が
︑
世
阿
弥
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
は
︑

す
べ
て
こ
の
よ
う
に
前
後
に
話
題
上
の
繫
が
り
が
認
め
ら
れ
る
︒

（
46
）
漢
文
訓
読
的
文
体
の
特
徴
は
︑
第
三
条
の
﹁
み
ど
り
子
の
い
は
く

0

0

0

︙
︙
と
云

0

0

﹂︑﹁﹁
し

ん
﹂
と
い
ふ
文
字
﹁
は
た
﹂
な
る
が
故
に
︑
秦
河
勝
是
な
り

0

0

0

﹂
等
の
表
現
に
も
認
め
ら

れ
る
︒

（
47
）
﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
第
二
十
三
条
に
﹁
大
和
申
楽
は
︑
河
勝
よ
り
直
に
伝
は

る
﹂
と
見
え
る
︒
な
お
本
稿
に
お
け
る
﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
の
引
用
は
︑
表

章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄
に
拠
る
︒

（
48
）
伊
藤
正
義
氏
は
︑
天
王
寺
系
秦
氏
関
連
の
伝
承
や
禅
竹
の
伝
書
に
拠
り
︑
推
古
朝
を

河
勝
出
現
の
時
代
と
す
る
の
が
円
満
井
座
の
伝
承
に
忠
実
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒﹁
円

満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
所
収
︒

（
49
）
神
儀
篇
第
四
条
末
尾
に
︑﹁
秦
氏
安
よ
り
︑
光
太
郎
・
金
春
ま
で
︑
廿
九
代
の
遠
孫
な

り
︒
こ
れ
︑
大
和
国
円
満
井
の
座
也
︒
を
な
じ
く
︑
氏
安
よ
り
相
伝
た
る
聖
徳
太
子
の

0

0

0

0

0

御
作
の
鬼
面

0

0

0

0

0

︑
︙
︙
こ
の
家
に
伝
る
所
也
﹂
と
あ
り
︑
大
和
猿
楽
に
お
け
る
そ
の
伝
来

を
記
す
︒

（
50
）
﹁
六
十
六
番
の
物
ま
ね
﹂
は
︑
能
勢
朝
次
氏
が
延
暦
十
三
年
の
延
暦
寺
供
養
の
記
録
と

し
て
挙
げ
る
秦
氏
の
楽
人
六
十
六
人
と
い
う
数
︑
ま
た
は
表
章
氏
が
指
摘
す
る
多
武
峰

の
六
十
六
番
猿
楽
な
ど
と
の
関
連
を
思
わ
せ
︑
同
じ
く
﹁
橘
の
内
裏
紫
宸
殿
﹂
は
︑
服

部
幸
雄
氏
に
よ
れ
ば
秦
氏
の
伝
承
を
反
映
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
能
勢
朝
次
﹁
平
安
時

代
の
貴
族
的
猿
楽
﹂︑﹃
能
楽
源
流
考
﹄
二
三
頁
︒
表
章
﹁
多
武
峰
の
猿
楽
﹂︑﹃
大
和
猿

楽
史
参
究
﹄
所
収
︒
服
部
幸
雄
﹁
宿
神
論
﹂︑﹃
宿
神
論
﹄
五
〇
︱
五
一
頁
︒

（
51
）
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
所
収
︑
及
び
︑
服
部
幸
雄

﹁
宿
神
論
﹂﹃
宿
神
論
﹄
所
収
︒
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（
52
）
現
存
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
三
問
答
篇
末
尾
に
見
え
る
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
時
点

の
奥
書
に
︑
世
阿
弥
が
自
身
を
﹁
秦
元
清
﹂
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
︑
秦
氏
を
称
し

た
早
い
資
料
で
あ
る
︒

（
53
）
本
条
に
お
け
る
太
子
の
重
要
性
は
︑
こ
の
前
後
の
話
の
筋
が
︑
欽
明
朝
か
ら
太
子
統

治
時
代
へ
と
数
代
の
天
皇
を
飛
び
越
え
て
直
結
し
︑
第
六
段
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
た
敏
達

か
ら
の
三
代
は
そ
の
間
を
繫
ぐ
た
め
の
名
目
以
上
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
点
︑
ま
た
そ

こ
に
︑
本
来
は
推
古
朝
に
含
め
る
べ
き
太
子
の
名
が
挙
げ
ら
れ
︑
天
皇
よ
り
も
太
子
の

存
在
が
突
出
し
て
い
る
点
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

（
54
）
伊
藤
正
義
氏
の
指
摘
の
と
お
り
︑
天
王
寺
系
秦
氏
の
伝
承
等
に
太
子
譚
と
深
く
関
連

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
二
八
三
︱

二
八
五
頁
︒

（
55
）
両
条
の
本
文
は
注
（
15
）
に
引
用
︒

（
56
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
伝
本
は
︑﹁
五
巻
本
﹂﹁
四
巻
本
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
︑
前
者
の
善

本
に
︑
そ
の
篇
構
成
と
は
別
に
﹁
上
巻
﹂﹁
下
巻
﹂
と
分
け
た
跡
が
あ
り
︑
そ
れ
と
の
混

同
を
避
け
る
た
め
︑
近
年
筆
者
は
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
五
篇
本
﹂﹁
四
篇
本
﹂
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
て
い
る
︒

（
57
）
表
章
﹁﹁
四
巻
本
風
姿
花
伝
﹂
考
︱
︱
附
︑﹃
花
伝
﹄
七
篇
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︑

初
出
一
九
六
〇
年
三
月
︑﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄
所
収
︒
伊
藤
正
義
﹁
解
題
　
四
巻
本

風
姿
花
伝
﹂︑﹃
室
町
ご
こ
ろ
﹄
所
収
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
後
表
氏
は
︑
四
篇
本
系
が
五

篇
本
系
に
先
行
す
る
︑
世
阿
弥
自
身
に
よ
る
別
系
統
の
本
で
あ
る
と
し
て
い
た
旧
説
を
︑

五
篇
本
の
世
阿
弥
原
本
か
ら
同
人
が
一
篇
を
除
き
︑
五
篇
本
系
に
先
行
し
て
相
伝
し
た

の
が
四
篇
本
系
で
あ
る
と
す
る
説
に
変
更
し
て
い
る
（
上
記
﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄
所

収
稿
補
説
（
３
））︒
ま
た
そ
の
際
︑
表
氏
は
︑
見
出
し
の
﹁
聞
書
云
﹂
が
世
阿
弥
原
本

の
神
儀
篇
の
当
初
の
見
出
し
（
五
篇
か
ら
な
っ
て
い
た
）
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
述
べ
て

い
る
︒

（
58
）
そ
の
事
情
と
し
て
︑
前
注
に
記
し
た
表
氏
の
新
説
な
ど
が
想
定
可
能
で
あ
る
︒

（
59
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

二
七
︱
二
八
頁
︒

（
60
）
た
だ
し
︑
こ
の
想
定
が
い
ま
の
四
篇
本
系
と
五
篇
本
系
の
関
係
と
無
関
係
で
あ
る
こ

と
は
︑
四
篇
本
系
諸
本
も
第
三
条
第
五
段
の
本
文
を
有
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

（
61
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

三
頁
︒

（
62
）
森
末
義
彰
﹁
桃
源
瑞
仙
の
﹃
史
記
抄
﹄
に
み
る
世
阿
弥
﹂︑
初
出
一
九
七
〇
年
二
月
︑

﹃
中
世
芸
能
史
論
考
︱
︱
猿
楽
の
能
の
発
展
と
中
世
社
会
﹄︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
七
一

年
︑
所
収
︒

（
63
）
岡
見
正
雄
・
大
塚
光
信
編
﹃
抄
物
資
料
集
成
　
第
一
巻
　
史
記
抄
﹄︑
清
文
堂
︑

一
九
七
一
年
︒
な
お
︑
引
用
文
に
続
く
﹁
事
自
妙
法
教
院
禿
力
而
始
﹂
以
下
は
︑
世
阿

弥
と
蔵
室
翁
の
ど
ち
ら
の
言
で
あ
る
か
の
判
別
が
難
し
い
が
︑
ひ
と
ま
ず
そ
の
前
ま
で

を
世
阿
弥
の
言
と
見
な
し
︑
鉤
括
弧
を
付
し
た
︒

（
64
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

六
頁
︒

（
65
）
こ
の
引
用
文
の
内
容
は
︑
神
儀
篇
の
最
終
条
に
世
阿
弥
当
時
の
猿
楽
の
座
の
所
属
を

示
し
た
記
述
﹁
大
和
国
春
日
御
神
事
相
随
申
楽
﹂﹁
江
州
日
吉
御
神
事
相
随
申
楽
﹂︑
及

び
﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
の
﹁
か
の
河
勝
の
遠
孫
︙
︙
春
日
・
日
吉
の
神
職
な
り
﹂
云
々

の
文
と
関
連
が
深
い
こ
と
か
ら
︑
世
阿
弥
の
言
に
端
を
発
す
る
別
経
由
の
説
だ
っ
た
と

見
て
よ
か
ろ
う
︒

（
66
）
こ
の
引
用
文
直
前
に
﹁
又
與
余
之
昔
所
聞
大
同
少
異
﹂（
こ
の
話
も
私
が
か
つ
て
聞

い
た
話
と
大
同
小
異
だ
）
と
あ
る
︒

（
67
）
世
阿
弥
の
﹁
神
楽
﹂
の
概
念
は
︑
神
儀
篇
第
一
条
の
天
岩
戸
説
話
の
よ
う
な
神
道
性

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
厳
密
に
は
明
確
な
具
体
性
を
以
て

と
ら
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
た
め
︑
以
下
本
稿
で
は
こ
の
﹁
神
楽
﹂
の
語
に
鉤
括
弧
を

付
し
て
表
記
す
る
︒

（
68
）
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
の
創
作
の
際
に
も
︑
猿
楽
の
﹁
さ
る
﹂
の
説
明
の
た
め
に
﹁
神
﹂
字

の
構
成
を
着
想
し
た
こ
と
か
ら
︑
偶
然
﹁
神
楽
﹂
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
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え
ら
れ
る
︒

（
69
）
こ
の
序
文
は
︑
表
章
氏
に
よ
り
︑
当
初
の
﹃
花
伝
﹄
に
は
な
か
っ
た
後
年
の
増
補
と

推
測
さ
れ
︑
筆
者
も
同
書
完
成
間
近
の
最
終
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
︒

表
章
﹁︹
花
伝
︺
か
ら
︹
風
姿
花
伝
︺
へ
の
本
文
改
訂
﹂﹃
語
文
﹄
第
三
八
輯
︑
大
阪
大

学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九
八
一
年
四
月
︒
重
田
み
ち
﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
書
き
替
え

の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の
役
者
一
忠
の
記
述
及
び
能
の
名
望
論
に
つ
い
て
﹂﹃
藝
能

史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑
二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
70
）
表
章
氏
は
神
儀
篇
の
内
容
に
つ
い
て
︑
本
来
多
武
峰
の
六
十
六
番
猿
楽
と
縁
の
深
い

説
で
あ
っ
た
も
の
を
興
福
寺
と
縁
あ
る
説
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り

（﹁﹃
多
武
峰
と
猿
楽
﹄
寸
感
﹂﹃
能
と
狂
言
﹄
第
五
号
︑
二
〇
〇
七
年
）︑
そ
れ
は
︑
同
篇

の
﹁
六
十
六
番
の
物
ま
ね
﹂
や
︑
そ
こ
か
ら
三
番
を
選
ん
だ
の
が
︽
式
三
番
︾
で
あ
る

と
の
説
が
︑
多
武
峰
の
六
十
六
番

0

0

0

0

猿
楽
に
由
来
す
る
と
の
推
測
に
基
づ
い
て
い
る
（﹁
多

武
峰
の
猿
楽
﹂︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
六
九
︱
七
二
頁
）︒﹁
六
十
六
﹂
と
秦
氏
と
の
関

係
は
多
武
峰
の
説
に
は
限
ら
な
い
が
（
注
（
50
）
を
参
看
）︑
神
儀
篇
著
述
に
用
い
ら
れ

た
原
素
材
が
多
武
峰
の
説
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
︒

（
71
）
表
章
﹁
薪
猿
楽
の
変
遷
﹂
第
二
節
︑
初
出
一
九
七
七
年
七
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄

所
収
︒

（
72
）
表
章
﹁
大
和
猿
楽
の
﹁
長
﹂
の
性
格
の
変
遷
﹂︑
初
出
一
九
七
六
年
二
月
︑
一
九
七
七

年
三
月
︑
一
九
七
八
年
七
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
所
収
︒

（
73
）
表
章
﹁
薪
猿
楽
の
変
遷
﹂
初
出
一
九
七
七
年
七
月
・
八
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
所

収
︒
表
氏
は
両
金
堂
へ
の
猿
楽
参
勤
の
廃
絶
を
明
徳
年
中
（
一
三
九
〇
︱
一
三
九
三
）

と
指
摘
す
る
︒

（
74
）
奥
義
篇
後
半
部
の
著
述
時
期
推
定
︑
及
び
以
下
に
述
べ
る
衆
人
愛
敬
説
な
ら
び
に
義

持
の
増
阿
弥
厚
遇
に
関
す
る
一
連
の
拙
稿
は
以
下
の
と
お
り
︒
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書

か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿
花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︒

﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
完
成
と
世
阿
弥
の
思
想
︱
︱
増
阿
弥
の
存
在
の
か
か
わ
り
の
可
能

性
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
一
七
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
一
月
︒﹁
増
阿
弥
全
盛
期
︱
︱
常
在

光
院
の
演
能
の
意
味
﹂﹃
銕
仙
﹄
第
五
三
三
号
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︒﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥

義
篇
書
き
替
え
の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の
役
者
一
忠
の
記
録
及
び
能
の
名
望
論
に

つ
い
て
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑
二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
75
）
奥
義
篇
の
完
成
は
神
儀
篇
と
同
じ
く
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
の
直
前
と
推
定
さ
れ
る
が
︑

そ
の
前
半
部
に
は
前
代
の
義
満
政
権
期
に
活
躍
し
た
犬
王
道
阿
弥
の
藝
風
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
著
述
の
開
始
は
義
持
政
権
期
開
始
以
前
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
る
︒
重
田
み
ち
﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
書
き
替
え
の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の

役
者
一
忠
の
記
録
及
び
能
の
名
望
論
に
つ
い
て
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑

二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
76
）
松
岡
心
平
﹁
足
利
義
持
と
世
阿
弥
︱
︱
世
阿
弥
の
新
資
料
報
告
﹂﹃
銕
仙
﹄
第
四
三
七

号
︑
一
九
九
五
年
十
一
月
︒
な
お
同
稿
に
は
︑
こ
れ
ら
の
義
持
下
向
の
折
に
世
阿
弥
も

演
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
義
持
の
時
代
に
世
阿
弥
が
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
て
い
た
と

い
う
通
俗
説
の
訂
正
が
さ
ら
に
強
く
求
め
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
が
︑
増
阿
弥
と
世
阿
弥
と

の
待
遇
の
差
は
京
都
の
勧
進
能
開
催
等
︑
当
時
の
演
能
記
録
の
差
に
顕
著
で
あ
り
︑
寺

社
参
勤
等
の
活
動
は
と
も
か
く
︑
義
持
自
身
の
藝
の
愛
好
と
い
う
点
か
ら
増
阿
弥
と
比

較
し
て
見
れ
ば
︑
世
阿
弥
は
義
持
に
冷
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
表
現
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒

（
77
）
能
勢
朝
次
﹃
能
楽
源
流
考
﹄
一
四
八
〇
︱
一
四
八
七
頁
︒

（
78
）
﹃
金
島
書
﹄
本
文
は
︑
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
　
禅
竹
﹄
所
収
本
文
に
拠
る
︒




