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「曲
舞
二
段
」
を
め
ぐ
っ
て

浪
漫
的
な
修
辞
を
用
い
る
な
ら
ば
、
山
舞
は
白
拍
子
舞

。
日
楽

・
放
下
な
ど

と
共
に
中
世
芸
能
史
上
に
咲
き
い
で
た
徒
花
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
花

は
根
に
帰

っ
て
猿
楽
に
吸
収
さ
れ
、
そ
れ
が
綜
合
芸
能
と
し
て
結
実
す
る

一
要

因
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
曲
舞
は
な
に
ぶ
ん
大
衆
を
相
手
と
す
る
賤
民
芸
能
だ

っ
た
た
め
そ
の
詞
章
は

一
片
と
し
て
今
日
に
伝
わ
ら
ず
、
僅
か
に
能
楽
諸
伝
書

の
断
片
的
記
述
と
、
で
き
る
だ
け
山
舞
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
三

・
四
の
能
楽
詞
章
と
に
依

っ
て
朧
ろ
げ
に
そ
の
形
態
を
知
り
得
る
に

過
ぎ
な
い
。
小
稿
は
主
と
し
て
山
舞
の
分
身
で
あ
る

「猿
楽
に
移
入
さ
れ
た
く

せ
ま
い
」
の
構
成
に
就
い
て
の
試
論
で
あ
る
。

（　一　）

曲
舞
の
構
成
を
言
う
際
に
最
も
屡
々
引
か
れ
る
の
は
、
世
子
六
十
以
後
申
楽

談
儀
の

「
曲
舞
と
小
歌
の
変
り
目
」
の
項

曲
舞
は
次
第
に
て
舞
そ
め
て
　
次
第
に
て
止
む
る
也
　
一ム
々

で
あ
る
。
次
第
に
始
ま
っ
て
次
第
で
終
る
形
の
く
せ
（以
下
、煩
雑
を
避
け
る
た

め
、
本
道
の
曲
舞
を
曲
舞
、
謡
曲
中
の
次
第
に
始
ま
り
次
第
で
終
る
形
の
も
の

や
次
第
が
脱
落
し
た
最
も
普
遍
的
な
形
の
も
の
を
く
せ
、
く
せ
中
に
在

っ
て
大

和
節
曲
舞
で
謡
わ
れ
る
部
分
を
ク
セ
、
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
但
し
、
く
せ
の

河

村

博

司

本
義
は
次
第
↓
次
第
型
を
指
す
も
の
と
す
る
）
を
持
つ
現
行
謡
曲
は
、
山
姥

。

百
万

・
歌
占

・
杜
若

。
東
岸
居
士
の
五
曲
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
、
山

姥

・
百
万

・
歌
占
の
三
曲
は
そ
れ
ぞ
れ
が
曲
舞
々
を
シ
テ
に
擬
す
る
か
、
或
は

く
せ
が

一
曲
の
興
味
の
中
心
と
な
る
も
の
か
な
の
で
、
曲
舞
の
考
察
に
当
っ
て

は
こ
れ
ら
の
資
す
る
と
こ
ろ
が
最
も
大
き
い
。
さ
で
こ
れ
ら
次
第
↓
次
第
型
の

く
せ
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
短
籍
（②
一一店③
イ
ロ
ヘ）
④
ク
リ
⑤
サ
シ⑥
ク
セ⑦
短
箱

注

一　
①
次
第
に
続
く

「次
第
地
取
り
」
は
、
そ
の
音
曲
の
特
殊
性
か
ら
省
略
に
従

注
二

②

一
声
③
イ
ロ
ヘ
は
主
と
し
て
白
拍
子
舞
を
主
材
と
す
る
能
に
頻
出
す
る
も

の
で
、
次
第
↓
次
第
型
で
は
百
万
・
杜
若
に
の
み
見
ら
れ
る
が
、　
一
応
く
せ

構
成
要
素
の
一
と
見
倣
し
た
。

注
三

⑦
次
第
は
①
次
第
の
よ
う
に
独
立
し
た
歌
謡
で
は
な
く
、
ク
セ
最
末
尾
に
組

み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
↓
次
第
型
を
明
確
に
す
る
た
め
に
取
り

出
し
た
。

以
下
に
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
主
に
⑥
ク
セ
を
中
心
と
す
る
部
分
で

あ
る
。

曲
舞
構
成
の
輪
郭
を
示
す
資
料
は
、
前
引
申
楽
談
儀
の
他
に
能
作
書
の
三
体

作
書
条
々

「
女
体
」



叉
　
百
万
　
山
姥
と
中
た
る
は
　
山
舞
々
の
芸
風
な
れ
ば
　
大
方
易
か
る

べ
し
　
五
段
の
内
　
序
急
を
さ
し
寄
せ
て
　
破
を
体
に
し
て
　
曲
舞
を
本

所
に
置
て
　
曲
舞
二
段
許
り
を
　
後
段
を
ば
揉
み
寄
せ
て
　
道
の
曲
舞
か

ヽ
り
に
　
ン」
ま
か
に
書
き
て
　
次
第
に
て
舞
ひ
止
む
べ
し

で
あ
り
、
こ
の
申
楽
談
儀
と
能
作
書
と
を
基
と
し
て
従
来
全
く
あ
い
異
る
有
力

な
二
説
が
あ

っ
た
。　
一
は
佐
成
謙
太
郎
氏
に
よ
る
も
の
、　
一
は
能
勢
朝
次
氏

・

川
瀬

一
馬
氏
、
古
く
は
池
内
信
嘉
氏
の
説
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）

佐
成
氏
は

「謡
曲
大
観
」
首
巻
に
、
曲
舞
の
構
成
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

申
楽
談
儀
に

山
舞
は
次
第
に
て
舞
ひ
そ
め
て
　
次
第
に
て
止
む
る
也
　
一
一段
あ
る
べ

し
　
後
の
段
は
よ
す
べ
し

と
い
ひ
、　

′「東
国
下
り
」
「
西
国
下
り
」
「白
髭
」
「弱
法
師
」

「山
良
湊
」

「百
万
」
「
山
姥
」
の
曲
名
を
挙
げ
、
殊
に
初
め
の
二
曲
は
玉
林
の
作
で
南

阿
弥
陀
仏
又
は
観
阿
弥
の
節
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
こ

の
二
曲
は
名
の
通
り
宴
山
の
道
行
に
似
た
も
の
で
、
現
存
の
も
の
に
よ
る

と
、
ク
セ
・
ク
セ
上
の
次
に
ま
た
、
サ
シ
。
上
謡
の
長
篇
が
あ
っ
て
、
二

段
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
次
第
は
な
い
。

「次
第
に
て
舞
ひ
そ
め
て
　
次
第

に
て
止
め
」
た
も
の
は

〔百
万
〕
〔山
姥
〕
及
び

（歌
占
〕
〔東
岸
居
士
〕

（第

一
表
）

〔佐
成
説
に
よ
る
曲
舞
原
型
の
想
定
）

（次
第
）

・
ク
リ
・
サ
シ
・
ク

〔杜
若
）
な
ど
だ
け
で
、　
他
は
い
づ
れ
も
次
第
が
な
く
、　
且
二
段
に
な
っ

て
ゐ
る
の
は

「東
国
下
り
」
「
西
国
下
り
」
だ
け
で

〔百
万
〕
〔山
姥
〕
な

ど
も
後
段
を
よ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
見
る
と
、
申
楽
に
取

り
入
れ
た
の
は
曲
舞
の
全
部
で
は
な
い
ら
し
い
…
…

日
本
文
学
大
辞
典
の
曲
舞
の
項
に
も
同
氏
執
筆
の
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
東
国
下
り

（海
道
下
り
）
と
西
国
下
り
と
は
申
楽
談
儀
で
も

特
に
詳
細
に
わ
た
る
説
明
が
あ
り
、
ま
た
、
ク
セ
が
三
度
あ
る

（
…
二
段
あ
る

べ
し
）
と
こ
ろ
か
ら
、
両
山
を
山
舞
に
最
も
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
両
曲
に
は
肝
要
の
次
第
が
無
い
。
と
こ
ろ
が
逆
に
完
全

な
次
第
↓
次
第
型
の
百
万

・
山
姥
等
は
、
ク
セ
が

一
度
し
か
無
い
に
も
拘
わ
ら

ず
後
段
を
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
く
せ
は
曲
舞
の
一
段
だ
け
を
取
り
出
し

て
、
そ
れ
に
次
第
を
付
け
加
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
て
い
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
以
上
を
、
東
国
下
り
を
例
と
し
て
図
示
す
る
と
、
第

一
表
の

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
こ
の
図
の
一
段
目
だ
け
を
取
り
出
し
て
冒
頭
の
疑
間
符
を
消
し
、
更

に
末
尾
の
ク
セ
上
の
次
に
次
第
を
加
え
る
と
佐
成
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
確
か

に
百
万

・
山
姥
型

（次
第
↓
次
第
型
）
の
く
せ
に
な
る
が
、
こ
の
具
体
例
と
し

て
廃
山

「逢
坂
物
狂
」
の
く
せ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
曲
は
能
作
書
の

一‐大
よ
そ

三
体
の
能
　
近
来
押
し
出
し
て
見
え
つ
る
世
上
の
風
体
の
数
々
」
の
項
の

「遊

狂
」
の
部
に
曲
名
が
見
え
、
又
申
楽
談
儀
の

「音
山
に
一
句
ノ
ヽ
の
体
を
違
ヘ

ん
と
て
」
の
項
に
世
阿
弥
作
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
く
せ
の
部
分
が
東
国

セ 段
~

曲

舞
　
二

段
―
―
―
―
―
―
―

コ
一
一　
段
　
目

下

。 ‐

ク

セ

上

・
ク

セ

二

　

一

サ
シ
・
ク
セ
下

・
ク
セ
上

・
ク
セ
上

・
ク
セ
上

・
ク
セ
上

・

?セ欠
第
~



下
り
で
あ

っ
て
、
日
中
允
氏
編
の

「未
刊
謡
山
集
　
一
」
に
よ
る
と
諸
伝
本
の

う
ち
観
世
流
五
百
番
本
の
み
が
東
国
下
り
全
部
を
こ
の
山
の
く
せ

に
取

り
入

れ
、
他
の
諸
本
は
同
じ
省
略
法
に
従

っ
て
短
縮
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
と

い

う
。
そ
の
省
略
法
は
、
前
図
佐
成
説
の
一
段
目
末
尾
の
ク
セ
上
後
半
を
除
き
、

二
段
目
は
最
初
の
ク
セ
上
以
外
を
全
て
除
く
と
い
う
極
め
て
大
胆
な
方
式
に
依

っ
て
い
る
が
、
注
町
す
べ
き
は
二
段
目
最
後
の
ク
セ
上
末
尾
の

雪
の
降
枝
の
　
枯
て
だ
に
　
ふ
た
た
び
花
や
　
咲
き
ぬ
ら
ん

と
い
う
次
第
的
な
詞
章
を
く
せ
の
冒
頭
に
置
い
て

「
地
次
第
」
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
逢
坂
物
狂
の
く
せ
は
、
次
第

・
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
下

・
ク
セ
上

。
ク
セ
上

・
ク
セ
上
、
と
い
う
構
成
に
な
り
、
末
尾
の
次
第
が
無
い

と
い
う
点
を
除
い
て
は
百
万

・
山
姥
型

（次
第

・
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
下

・
ク

セ
上

・
ク
セ
上

。
次
第
）
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
百
万

。
山
姥
型
の
ク
セ
上
三
度
に
対
し
て
逢
坂
物
狂
は
ク
セ
上
が
三
度
に
な
る
の
だ

が
、
元
の
東
国
下
り
の
一
段
目
末
尾
の
ク
セ
上
が
半
分
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
の

で
、
ク
セ
全
体
の
句
数
か
ら
見
る
と
百
万
の
五
十
八
句

・
山
姥
の
五
十
二
句

・

歌
占
の
五
十
七
句
に
対
し
て
逢
坂
物
狂
の
六
十
五
句

（
一
句
は
七

・
五
音
と
す

る
）
は
さ
し
た
る
差
は
無
い
。
佐
成
氏
が
謡
曲
大
観
で

「申
楽
に
取
り
入
れ
た

の
は
曲
舞
の
全
部
で
は
な
い
ら
し
い
」
と
疑
間
を
残
さ
れ
た
の
は
、
或
は
こ
の

「東
国
下
り
」
を

「逢
坂
物
狂
い
」
の
く
せ
に
取
り
入
れ
た
例
を
念
頭
に
置
か

れ
て
い
た
所
以
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
申
楽
談
儀
や
五

音
に
世
阿
弥
が
述
べ
る

「曲
舞
」
が
本
道
の
曲
舞
の
芸
風
を
述
べ
た
も
の
か
ど

う
か
は
非
常
に
あ
い
ま
い
な
点
が
あ
る
。

次
い
で
能
勢

。
川
瀬

・
池
内
説
で
あ
る
が
、
ま
ず
能
勢
武
は
世
阿
弥
十
六
部

集
評
釈
の
申
楽
談
儀
の
項
の
注
釈
に

〇
次
第
に
は
舞
そ
め
て
云
々
―
―
本
来
の
曲
舞
は
先
づ

「次
第
」
の
謡
、

次
に
ク
リ
、
次
に
サ
シ
、
次
に
ク
セ
ニ
段
、
最
後
に
叉

「次
第
」
を
以
て

謡
ひ
止
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
行
曲
で
こ
の
通
り
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の

は
、
百
万

・
山
姥

・
歌
占

・
杜
若
の
四
曲
で
あ
る
。

〇
二
段
あ
る
べ
し
―
―
ク
セ
の
部
分
が
二
段
グ
セ
に
な
り
、
従

っ
て
ア
ゲ

ハ
も
二
つ
あ
る
や
う
に
す
る
を
い
ふ
。

と
述
べ
ら
れ
た
。
即
ち
、
山
舞
二
段
と
は
ク
セ
中
に
ア
ゲ

ハ
が
三
度
あ
る
、
い

わ
ゆ
る
二
段
グ
セ
の
謂
で
、
百
万

・
山
姥
型
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
考
え

で
あ
る
か
ら
、
次
第
↓
次
第
型
の
中
で
も
ア
ゲ
ハ
一
度
の
東
岸
居
士
は
曲
舞
構

成
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
次
に
川
瀬
氏
は
世
阿
弥
二
十
三
部
集
の

能
作
書

「
三
体
作
書
」
に
曲
舞
二
段
の
注
釈
と
し
て

能
の
ク
セ
は
普
通

一
段
で
あ
る
が
、
シ
テ
が
山
舞
ま
ひ
で
あ
る
能
は
二
段

グ
セ
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
や
は
り
能
勢
氏
と
同
様
ア
ゲ

ハ
三
度

の
い
わ
ゆ
る
二
段
グ
セ
を
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
池
内
氏
は

「世
阿

弥
十
六
部
集
意
訳

・
能
と
謡
の
根
原
」
で
申
楽
談
儀
の
注
釈
に

次
第
か
ら
始
め
て
次
第
に
上
る
と
は
、
ク
セ
の
前
に
次
第
が
あ

っ
て
、
ク

セ
の
末
の
文
句
が
叉
此
の
次
第
と
同
じ
文
句
で
止
っ
て
居
る
こ
と
で
、
現

在
行
れ
て
居
る
謡
の
内
を
調
べ
て
見
る
と
、
此
の
形
式
の
通
り
二
段
曲
で

次
第
で
始
ま
っ
て
末
の
文
句
が
次
第
通
り
の
も
の
が
五
番
あ
る
。
山
姥
、

百
万
、
杜
若
、
東
岸
居
士
、
歌
占
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
段
グ
セ
の
中
に
東
岸
居
土
を
含
め
る
点
が
能
勢
説
と

や
や
異
る
が
大
綱
で
は
殆
ど
変
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
以
上
三
氏
の
説
を
能
勢

説
で
代
表
し
、
山
姥

・
歌
占
の
例
で
図
示
す
る
と
第
二
表
の
形
に
な
る
で
あ
ろ



（
第
二
表
）

（能
勢
説
に
よ
る
山
舞
原
型
の
想
定
〕

次第
・クリ・サシ・州川刊‐‐
７‐「〔′、ァ・ゲクノ、こ菫
。のな型
′ヽグ一

（
一二
）

さ
て
こ
の
よ
う
に
極
端
に
か
け
離
れ
た
両
説
の
相
異
点
を
整
理
す
る
と
、
佐

成
説
が
く
せ
中
に
ク
セ
が
二
度
有
る
も
の
を
指
す
の
に
対
し
て
、
能
勢
氏
に
依

っ
て
代
表
さ
れ
る
説
が
ク
セ
中
に
ア
ゲ

ハ
が
三
度
有
る
も
の
を
指
す
と
い
う
点

で
あ
る
が
、
こ
の
相
異
が
申
楽
談
儀
の

「
二
段
あ
る
べ
し
」
能
作
書
の

「山
舞

二
段
許
り
」
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
果

し
て
世
阿
弥
の
本
意
は
こ
れ
ら
両
説
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
か
、
或
は

両
説
以
外
に
解
釈
の
余
地
は
無
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
に
就
い
て
の
検

討
を
試
み
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
世
阿
弥
の
言
う

「曲
舞
」
が
は
た
し
て

本
道
の
曲
舞
を
指
す
も
の
か
、
或
は
猿
楽
者
流
の
筆
に
よ
る
曲
舞
の
模
倣
作
品

を
指
す
の
か
が
微
妙
な
問
題
と
な
る
。
能
作
書
の
三
体
作
書
条
々
に
見
ら
れ
る

「曲
舞
」
は
山
舞
々
の
芸
風
を
主
題
と
す
る
能
を
書
く
う
え
の
心
得
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
か
ら
当
然
後
者
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
申
楽
談
儀
の
場
合
は
そ
の

い
ず
れ
と
も
言
い
切
れ
ぬ
ふ
し
が
あ
る
。
即
ち
、

「次
第
に
て
舞
そ
め
て
　
次

第
に
て
止
む
る
」
と
い
う
形
は
本
道
の
曲
舞
の
絶
対
的
な
特
質
だ
が
、
続
い
て

述
べ
ら
れ
る

「後
の
段
の
末
」
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
詞
章
、

「
と
く

ノ
ヽ
と
誘
は
れ
て
　
身
を
浮
草
の
根
を
絶
え
て
」

「有
難
く
も
此
寺
に
現
じ
玉

へ
り
」

「有
時
は
焦
熱
　
大
焦
熱
の
烙
に
咽
び
　
有
時
は
」
は
順
に
観
阿
弥

・

世
阿
弥

二
死
雅
の
作
曲
し
た
も
の
で
あ
り
、
問
題
の

「曲
舞
と
小
歌

の
変

り

目
」
に
説
明
さ
れ
て
い
る
他
の
曲
舞
、
西
国
下
り

。
弱
法
師

。
東
国
下
り

。
山

姥
等
も
す
べ
て
猿
楽
者
流
の
手
に
依
る
新
作
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
論
を
進

ク
セ
上

・
次 |
第_|

め
る
に
当

っ
て
は
、
申
楽
談
儀

・
五
音
の

「曲
舞
」
は
猿
楽
者
が
本
道
の
曲
舞

に
倣
っ
て
作
曲
し
構
成
し
た
も
の
を
指
し
、
次
第
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
の
み

が
本
道
の
曲
舞
の
原
則
を
指
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

佐
成
説
の
、
い
わ
ゆ
る
ク
セ
が
三
度
と
い
う
発
想
は
け
だ
し
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。能
で
の

「
段
」
と
い
う
用
語
法
は
、例
え
ば
能
作
書
の
能
作
書
条
々
の

内

「作
」
の
項
の

序
破
急
に
五
段
あ
り
　
序

一
段
　
破
三
段
　
急

一
段
な
り
　
開
国
人
出
て

さ
し
声
よ
り
　
次
第

一
歌
ま
で

一
段

自
レ是
破

さ
て
為
手
の
出
て
　
一

声
よ
り

一
歌
ま
で

一
段
　
其
後
　
開
国
人
と
問
答
あ
り
て
　
同
音

一
う
た

ひ
一
段
　
其
後
叉
　
曲
舞
に
て
も
あ
れ
　
只
歌
ひ
に
て
も
あ
れ
　
一
音
曲

一
段
　
自
レ是
急
　
其
後
　
舞
に
て
も
　
働
に
て
も
　
或
は
早
曲
　
切
拍

子
な
ど
に
て

一
段
　
己
上
五
段
也
　
も
し
く
は
　
本
説
の
体
分
に
因
り
て

六
段
あ
る
事
も
あ
る
べ
し

や
　
「小
督
」
の

「駒
の
段
」
（仲
国
が
馬
で
嵯
峨
野
へ
小
督
局
を
た
ず
ね
て
行

く
部
分
）
と
い
う
よ
う
に
、
他
の
部
分
と
は
明
ら
か
に

一
線
を
画
す
る
独
立
し

た
部
分
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
申
楽
談
儀
の

「
二
段
あ
る
べ
し
　
後
の
段
は
寄
す
べ
し
」
の

「後
の
段
」
は
、
詞
章
構
成
の

面
で
か
、
音
曲
構
成
の
面
で
か
、
い
ず
れ
か
の
点
で
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
で

あ
る
筈
の

翌
則
の
段

（と
こ
こ
で
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と

を
踏
ま
え
た
う
え
の

語
と
見
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
東
国
下
り

。
西
国
下
り
は
ク

セ
が
三
度
あ

っ
て
、　
一
応
劃
然
と

「前
段
」
と

「後
段
」
と
に
分
れ
て
い
る
の

は
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　

一
方
前
と
後
と
の
関
連
を
見
る
と
、　
後
段
は
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前
段
の

「続
篇
」
の
体
裁
で
あ
り
、
音
曲
的
に
も

「
サ
シ
」
を
は
さ
ん
で
前
段

の
後
部
を
引
き
継
い
で
い
る
だ
け
で
、
申
楽
談
儀
に
言
う
後
の
段
を

「寄
せ
」

て
い
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
両
曲
の
制
作
者
、
素
材
、
構
成
面
に
も
曲
舞
と
し

て
の
説
得
力
に
欠
け
る
面
が
あ
る
。
佐
成
氏
も
謡
曲
大
観
に

「名
の
通
り
宴
山

の
道
行
に
似
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
早
歌
の

「海
道
」

の
道
行
き
に
、
東
国
下
り
は
平
盛
久
鎌
倉
送
り
を
、
西
国
下
り
は
平
家
都
落
ち

を
椰
ま
せ
た
、
し
か
も
猿
楽
者
流
に
よ
る
新
作
の

「謡
い
物
」
で
あ
っ
た
。　
一

体
、
曲
舞
の
興
趣
の
中
心
は
何
か
と
い
う
と
こ
れ
は
あ
く
ま
で
謡
い
の
拍
節
の

変
化
で
あ

っ
て
世
阿
弥
の

「音
曲
声
出
口
伝
」
に

曲
舞
は
拍
子
を
体
に
謡
ふ
曲
な
れ
ば
　
文
字
を
拍
子
が
持
つ
に
因
て
　
文

字
も
句
移
り
も
軽
し
　
叉
　
拍
子
に
引
か
る
ゝ
に
因

っ
て
、
所
々
に
訛
る

声
有
り

と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
切
分
音
か
ら
生
じ
る
軽
快
な
テ
ン
ポ
の
訛
り

が
、
メ
ニ
ア
ィ
ー
中
心
の
小
歌
節
と
は
非
常
に
異

っ
た
清
新
な
感
覚
で
大
衆
に

呼
び
掛
け
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
主
で
あ
る
謡
い
に
対
し
て
舞
は
従

の
位
置
に
在

っ
た
こ
と
は
殆
ど
疑
い
の
余
地
は
無
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
山
舞

が
舞
を
全
く
伴
わ
な
い
、
単
な
る

「謡
い
物
」
で
あ

っ
た
筈
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
観
阿
弥
の
曲
舞
修
道
当
時
に
盛
行
し
て
い
た
五
流
の
曲

舞
―
上
道

。
下
道

。
西
岳

。
天
竺

・
賀
歌
―
は
、
世
阿
弥
の
晩
年
に
は
ほ
と
ん

ど
が
退
転
し
て
お
り
、
僅
か
に
賀
歌
の
流
の
み
が
祇
園
会
の
曲
舞
車
と
い
う
神

事
に
よ
っ
て
命
脈
を
つ
な
い
で
い
た

（
五
音
）
と
い
う
し
、
五
音
成
立

（永
享

初
年
）
か
ら
約
九
〇
年
を
経
た
永
正
年
間
の
成
立
で
あ
る
職
人
尽
歌
合
七
十

一

番
の

「恋
」
に
は
曲
舞
々
に
つ
い
て

車
に
て
　
袖
う
ち
振
り
し
　
舞
女
　
か
ゝ
る
恋
す
と
　
人
は
知
り
き
や

の
和
歌
が
有
る
こ
と
は
、
や
は
り

「舞
」
が
曲
舞
の
一
つ
の
要
素
で
あ

っ
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
し
、
音
山
声
出
口
伝
の

音
由
に
　
曲
舞
と
只
音
曲
と
の
分
目
知
事
　
山
舞
と
申
は
　
・…
‥
立
ち
て

謡
ふ
態
也
　
風
体
よ
り
出
る
音
曲
也

や
、
申
楽
談
儀
の

曲
舞
は
立
ち
て
舞
ふ
故
に
　
拍
子
が
本
也

か
ら
見
る
と
、
能
の
よ
う
な
合
唱
部
は
無
く
、
演
者
自
身
が
謡
い
か
つ
舞
う
芸

能
で
あ

っ
た
か
、
と
推
察
も
で
き
る
。
ま
た
両
山
の
制
作
者
も
、
東
国
下
り
は

琳
阿
弥
作
南
阿
弥
曲
、
西
国
下
り
は
琳
阿
弥
作
観
阿
弥
曲
と
、
い
ず
れ
に
も
猿

楽
者
乃
至
は
猿
楽
愛
好
者
が
関
与
し
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
が
純
然
た
る
謡
い
物

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
申
楽
談
儀
の

世
子
藤
若
と
申
し
わ
け
る
時

（鹿
苑
院
が
世
阿
弥
に
）
謡
は
せ
ら
れ
け
る

に

や
、
五
音
の

白
髭

・
山
良
湊

・
地
獄
　
是

ハ
申
楽
内
也

阿
作
書
ト
シ
テ
　
南
阿

・
観
世
ノ
曲
付
也

出
　
是
モ
遊
楽
ノ
曲
風
ノ
如
シ

や
、
ま
た
両
曲
が
謡
い
物
の
乱
曲
曲
舞
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
等
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
者

・
素
材

・
構
成

。
謡
い
物
、
等

の
点

か

ら
、
両
曲
は
本
道
の
曲
舞
で
も
な
く
能
の
く
せ
で
も
な
い
、
猿
楽
者
流
の
創
作

し
た
く
せ
ま
ひ
で
あ
る
芸
能
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
を
本
道
の
曲
舞
の
原
型
に
近

い
も
の
と
し
て
取
扱
う
に
は
難
点
が
多
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

次
い
で
能
勢
氏
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

い
わ

ゆ

る

「
二
段
グ
セ
」
で
あ
る

が
、
曲
舞
二
段
＝
ア
ゲ

ハ
三
度
の
二
段
グ
セ
説
は
今
日
で
は
非
常
に
有
力
で
、

ほ
と
ん
ど
定
説
化
し
た
か
の
観
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
既
述

「能
作
書
条
々
」
や

糞:遣

参:曇
:



「何
々
の
段
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
能
で
言
う

「
段
」
は
或
る

一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
パ
ー
ト
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
ア
ゲ
ハ
の
よ
う
に
精
々
二
つ

の
連
文
節
か
ら
成
る
詞
章
を

「
段
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
例
外
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
極
め
て
素
朴
な
疑
間
を
呈

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ク
セ
の
中
に
ア
ゲ
ハ
が
二
つ
挿
入
さ
れ
た
場

合
、
ク
セ
全
体
は
い
わ
ば
三
段

（
三
つ
の
部
分
）
に
分
割
さ
れ
る
が
、

「後
の

段
」
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
の
部
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
再
三
に

亘
っ
て
引
用
す
る
の
だ
が
、
申
楽
談
儀
の
問
題
の
箇
所
を
も
う

一
度
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
ｍ口
）

の
山
舞
は
次
第
に
て
舞
そ
め
て
　
次
第
に
て
止
む
る
也

〇
二
段
有
べ
し

⑥
後
の
段
は
寄
す
べ
し

Ｏ
甲
の
物

「何
の
何
に
て
有
け
れ
ば
　
か
ん
の
事
の
如
何
ノ
ヽ
の
」
と
二

つ
ば
か
り
乃
至
三
つ
ば
か
り
も
　
同
じ
懸
り
に
言
ひ
て
　
さ
て

「
か
ヽ

ん
の
こ
と
の
」
と
繰
る
也
　
唯
甲
の
も
の
一
に
て
　
や
が
て
繰
る
は
悪

き
也

③
後
の
段
の
末
　
甲
の
物
に
な
ら
ん
と
て
　
ま
へ
に
有
上
り
節
也
　

「と

く
／
ヽ
と
誘
は
れ
て
　
身
を
浮
草
の
根
を
絶
え
て
」
な
ん
ど
云
所
也

「有
難
く
も
此
寺
に
現
じ
玉
へ
り
」

「有
時
は
焦
熱
　
大
焦
熱
の
焙
に

咽
び
　
有
時
は
」
な
ど
云
所
也

（第
三
表
）

「
―
―
ｌ
④
次
第
に
て
舞
そ
め
て
次
第
に
て
止
む
る
也

姿―|

次
第

・
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
下

・
ア
ゲ

ハ
・
ク
セ
上

・
ア
ゲ

◎
ｉ

段

あ

る

べ

Ｊ

④
は
曲
舞
全
体
の
構
成
の
特
殊
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｏ
は
そ
れ

を
補
足
し
て
、
次
第
↓
次
第
型
の
曲
舞
が
、
ど
う
い
う
形
で
か
二
段

（
二
つ
の

部
分
）
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
Ｏ
を

一
挙
に
い

わ
ゆ
る
曲
舞
節
で
謡
わ
れ
る
部
分

（謡
曲
で
の
タ
セ
）
の
説
明
だ
と
解
し
て
、

「曲
舞
の
ク
セ
の
部
分
は
、
ア
ゲ
ハ
が
二
度
あ
る
二
段
グ
セ
で
あ
る
（能
勢
説
ご

と
す
る
な
ら
ば
、
④
の

「次
第
に
て
舞
そ
め
て
　
次
第
に
て
止
む
る
」
と
い
う

全
体
的
説
明
か
ら
直
ち
に
ク
セ
中
の
ア
ゲ

ハ
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
な
り

（第

二
表
参
照
）
、折
角
の
④
が
お
よ
そ
霞
ん
だ
も
の
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
る
と
や
は
り
０
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
第
か
ら
次
第
ま
で
が
三
分
さ
れ

る
と
い
う
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
ゲ
ハ
の
二
度
と
い
う

回
数
も
、
式
楽
化
以
後
の
整
理
さ
れ
た
型
が
そ
れ
な
の
で
あ

っ
て
、
も
し
前
引

音
曲
声
出
口
伝
や
申
楽
談
儀
か
ら
推
定
し
た

「演
者
が
謡
い
か
つ
舞
う
」
と
い

う
形
式
が
事
実
に
近
い
な
ら
ば
、
ア
ゲ

ハ
の
回
数
は
能
の
ク
セ
の
ア
ゲ
ハ
よ
り

は
よ
ほ
ど
自
由
に
な
り
、
同

一
の
曲
舞
を
演
ず
る
際
に
、
あ
る
時
は

一
度
、
時

に
は
三
度
、
或
は
三
度
の
ア
ゲ
ハ
を
用
い
る
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は

な
い
。

次
に
Ｏ
は
曲
舞
二
段
の
後
段
全
体
の
謡
法
説
明
で
、
後
段
を

「寄
せ

（拍
節
を
速
め
ビ

よ
と
い
う
意
で
あ
る
が
、　
Ｏ
に
続
い
て
○
と
⑥
と
は
後
段

の
謡
法
を
詳
細
に
か
つ
具
体
的
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
Ｏ
の

「甲
の
物

（
上

士じ

が
二
・
三
句

（
一
句
は
七

・
五
音
）
続
い
た
の
ち
ク
リ
節
に
な
る
」
箇
所

は
、
例
え
ば
百
万
と
山
姥
と
の
ク
セ
で
は

ン
テ
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地

「
花
の
浮
木
の
　
亀
山
や
　
「
雲
に
流
る
る
　
大
堰
川
　
ま
こ
と
に
浮
世

の
　
さ
が
な
れ
や
　
盛
り
過
ぎ
ゆ
く
　
山
桜
　
　
　
　
（百
万
）

ク
セ

上



ン
テ
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地

ヽ
し
か
れ
ば
人
間
に
　
あ
ら
ず
と
て
　
「
へ
だ
つ
る
雲
の
　
身
を
変
ヘ

仮
に
自
性
を
　
変
化
し
て
　
一
念
化
生
の
　
鬼
女
と
な
っ
て

（山
姥
）

の
部
分
で
あ
る
。
上
声
二
・
三
句
の
の
ち
に
ク
リ
節

（―
―
線
）
に
な
る
の
は

特
に
曲
舞
々
関
係
の
能
の
ク
セ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
能
の
ク
セ
も

一
回
目
の
シ
テ
の
ア
グ
ハ
以
後
は
こ
の
形
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
注
目
す
べ

き
は
○

（後
の
段
）
に
対
す
る
Ｏ
と
③
と
の
関
係
で
あ

っ
て
、
①
の

「後
の
段

の
末
」
と
対
比
す
る
と
Ｏ
は
文
字
に
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が

「後

の
段
の
始
」
の
部
分
に
相
応
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
③
に

「
上
リ

節
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
詞
章
は
、
順
に
由
良
物
狂

・
百
万

・
歌
占
の

ク
セ
の
、
い
ず
れ
も
第
二
回
目
の
ア
ゲ

ハ
の
す
ぐ
前
に
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の

あ
と
に
は
ア
ゲ
ハ
・
ク
セ
上

。
次
第
が
続
く
か
ら
、
後
の
段
の
末
と
い
っ
て
も

勿
論
こ
こ
で
終
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
今
日
で
は
百
万
に
し
か
残

っ
て
い

な
い
よ
う
な
、
曲
舞
独
特
の
変

っ
た
節
の
有
る
重
要
な
箇
所
な
の
で
特
に
取
り

上
げ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
こ
れ
で
主
と
し
て
Ｏ
③
Ｏ
か
ら
帰
納
さ

れ
る

「
く
せ
の
後
の
段
」
が
輪
郭
を
現
わ
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
ク
セ

の
第

一
回
目
の
ア
ゲ

ハ
の
あ
た
り
か
ら
ク
リ
節

。
上
り
節

。
第
二
回
目
の
ア
ゲ

ハ
を
経
て
末
尾
の
次
第
に
至
る
ま
で
が
そ
れ
に
当
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
後
の

段
と
対
比
す
べ
き

「前
の
段
」
は
ど
こ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

世
阿
弥
は
曲
舞
（或
は
く
せ
）
の
後
の
段
に
つ
い
て
は
申
楽
談
儀
で
二
箇
所
、

能
作
書
で
一
箇
所
、都
合
し
て
三
度
述
べ
て
い
る
が
、前
の
段
に
つ
い
て
は
お
よ

そ

一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
前
の
段
の
比
重
が
軽
い
こ
と
の

証
左
で
あ
る
が
、
同
時
に
前
の
段
は
別
段
取
り
挙
げ
て
説
明
す
る
必
要
も
な
い

よ
う
な
、
曲
舞
移
入
以
前
に
既
に
大
和
猿
楽
が
持

っ
て
い
た
よ
う
な
要
素
か
ら

成

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
百
万

・
山
姥
型
の
く
せ
か
ら
前

述
の
後
の
段
を
除
く
と
、
次
第
八

一
声

・
イ
ロ
ヘ
Ｙ
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
下
が
残

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
曲
舞
移
入
以
前
に
大
和
猿
楽
も
所
持
し
て

い
た
こ
と
が
最
も
確
か
な
の
は
ク
リ

（曲
舞
節
の
ク
リ
と
は
異
り
拍
子
に
合
わ

な
い
旋
律
的
音
曲
）
と
サ
シ
と
で
、
声
明
道
を
出
自
と
し
、
と
も
に
小
歌
節
の

基
礎
音
曲
と
な
っ
て
い
た
。　
〓
戸
・
イ
ロ
ヘ
の
う
ち
、　
〓
戸
は
白
拍
子
舞
か
ら

猿
楽
が
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ロ
ヘ
は
自
拍
子
舞
の

「
セ
メ
」
の
変
型

か
と
も
思
え
る
が
流
動
し
や
す
い

「舞
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
確
か
な
出
自
は

不
明
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
第
は
ク
リ
・
サ
シ
と
同
じ
く
声
明
道
か
ら
出

た
も
の
で
、
次
第
に
始
ま
り
次
第
に
終
る
と
い
う
、
曲
舞
の
最
も
大
き
な
特
徴

の
一
を
な
す
音
曲
で
あ
る
が
、
曲
舞
移
入
以
前
の
猿
楽
が
次
第
を
持

っ
て
い
な

か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ぬ
ふ
し
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
能
に
は
く
せ
の
地
次
第

の
他
に
能

一
曲
の
冒
頭
に
置
か
れ
る

「
ワ
キ
次
第
」
が
あ
り
、
声
明
道
の
次
第

音
の
唱
和
法
と
し
て
は
、
む
し
ろ
ワ
キ
次
第
の
ほ
う
が
正
格
に
近
く
、
も
し
こ

れ
が
も
と
か
ら
猿
楽
に
あ

っ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
曲
舞
の
次
第
は
猿
楽
者
流

」
『
叫
一事
一

し
て
新
奇
な
音
曲
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
⌒
。本
艦
麟

「二
針
楽一
鋪

さ
て
ク
セ
下
で
あ
る
が
、
同
じ
ク
セ
節
で
あ
り
な
が
ら
ク
セ
上
が
後
の
段
に

入
リ
ク
セ
下
が
前
の
段
に
入
る
の
は

一
見
し
て
不
審
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
世
阿
弥
の
言
う

一
段
仕
立
て
の
く
せ
構
成
と
、
二
段
仕
立
て
の
く
せ
の
ク

セ
下

・
ク
セ
上
と
の
音
山
面
の
差
異
と
を
考
え
れ
ば
解
決
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。　
一
段
仕
立
の
く
せ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
国
の
始
め
に

「

段
」
の
用
語
法
と
し
て
引
用
し
た
能
作
書
の

「能
作
書
条
々
」
の

共
後
叉
　
曲
舞
に
て
も
あ
れ
　
只
歌
ひ
に
て
も
あ
れ
　
一
音
山

一
段

に
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
序

一
段

・
破
三
段

・
急

一
段
と
い
う
最
も
普
遍
的

な
構
成
の
能
を
作

る
際

に
は
、
破
の
三
段
目
に
曲
舞
で
も
よ
し
た
だ
う
た
ひ

（
こ
の
場
合
は
下
歌

・
上
歌
）
で
も
よ
し
、　
一
段
の
独
立
し
た
音
曲
を
置
く
の



だ
が
、
こ
こ
で
言
う
曲
舞

と

は
、
著
し
く

「本
道
の
曲
舞
」
と
は
か
け
離
れ

た
、
完
全
に
猿
楽
に
融
和
し
き

っ
た
形
の
、
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
下

・
ア
ゲ
ハ

・
ク
セ
上
型
を
指
し
、
こ
れ
を
曲
舞

一
段
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

ま
た
、
先
に
後
の
段
の
始
め
の
部
分
に
当
る
と
述
べ
た
ア
ゲ
ハ
・
ク
セ
上
が

一

段
型
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は

一
段
型
と
百
万

・
山
姥
型

と
の
音
曲
面
の
違
い
を
見
れ
ば
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
で
は
曲
舞
節
の
痕

跡
は
ア
ゲ
ハ
か
ら
ニ
二
一句
置
い
た
ク
リ
節
に
残
る
の
み
で
、
ク
セ
下
・
ク
セ
上

は
殆
ど
た
だ
う
た
ひ
の
下
歌

。
上
歌
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
者

で
は
ク
セ
下
の
冒
頭
部
は
前
者
と
大
差
な
く
、
下
歌
が
や
や
訛

っ
た
程
度
の
音

曲
で
あ
る
が
、
ク
セ
下
の
な
か
ば
或
は
六

・
七
分
通
り
進
ん
だ
所
に
あ
る

「打

切
」
の
囃
子
叉
は

「
ヤ
ヲ
ハ
」
の
引
き
の
終

っ
た
箇
所
か
ら
末
尾
の
次
第
に
至

る
ま
で
に

「曲
舞
は
横
堅
と
分
て
謡
ふ
」
（申
楽
談
儀
）
「拍
子
に
引
か
る
ゝ
に

因
て
所
々
訛
る
」

（音
曲
声
出
口
伝
）
等
や
、
百
万
の
上
り
節

・
山
姥
の
甲
グ

リ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
曲
舞
節
の
な
ご
り
が
現
行
能
に
ま
で
残
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
猿
楽
に
融
和
し
た

一
段
型
の
く
せ
に
ア
ゲ

ハ
・
ク
セ
上
が
入
る
こ
と

（第
四
表
）

一↑
　
　
　
　
　
　
　
一削

は
音
曲
面
か
ら
さ
し
た
る
問
題
を
伴
わ
な
い
し
、
ま
た
百
万

・
山
姥
型
の
前
段

に
ク
セ
下
が
入
る
と
い
う
こ
と
も
、
ク
セ
下
の
中
に
殆
ど
山
舞
節
が
無
い
と
い

う
点
で
別
段
問
題
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
二
段
型

（次
第
↓
次
第
型
叉

は
百
万

・
山
姥
型
又
は
前
段
後
段
型
と
い
っ
て
も
よ
い
）
と

一
段
型
と
を
対
比

し
て
図
示
す
る
と
第
四
表
の
よ
う
に
な
る
。

さ
て
前
の
段
と
後
の
段
と
の
境
界
で
あ
る
が
、　
一‐後
の
段
の
末
」
が
前
述
し

た
よ
う
に
決
し
て
曲
舞
二
段
の
最
末
尾
を
指
す
の
で
は
な
く
て

「
上
り
節
」
と

い
う
特
異
な
節
の
た
め
に
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
後
の
段
の
末
尾

は
あ
く
ま
で
最
後
の
次
第
で
あ
る
の
と
同
様
に

「後
の
段
の
始
め
」
に
あ
た
る

ア
ゲ

ハ
か
ら
ク
リ
節
に
か
け
て
の
部
分
も
、
必
ず
し
も
そ
こ
が
後
の
段
の
冒
頭

部
に
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
上
り
節
が
特
殊
な
節
廻
し
で

あ
る
よ
う
に
、
拍
子
に
合
う
ク
リ
節
も
曲
舞
移
入
以
前
の
猿
楽
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
特
殊
な
節
廻
し
で
あ

っ
て
、
と
り
わ
け
女
曲
舞
は
ク
リ
節
を
多
く
用
い

る
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
申
楽
談
儀
に
も

東
国
下
リ
ノ
山
舞
、
悪
キ
曲
舞
カ
ト
覚
ル
也
　
同
ジ
懸
り
多
シ
　
南
阿
弥

段
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一

―

―

―

↓

一

一勝
般
餘
一一ゲ′

一ァ

の 一
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磁
√

鵬

杉

―
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レ
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シ

・

―
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ザ
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陀
仏
節
ノ
上
手
ナ
リ
シ
カ
ド
モ
　
余
リ
ニ
繰
ル
節
多
ク
テ
　
女
曲
舞
ナ
リ

ト
云
ケ
ル
也

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
上
り
節
と
並
ん
で
ク
リ
節
が
説
明
さ
れ
て
い
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
音
曲
的
特
殊
性
に
依
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
故
に
後
の
段
の

末
が
実
際
に
は
示
さ
れ
た
部
分

（上
り
節
）
よ
り
は
押
し
下
げ
ら
れ
る
の
と
は

逆
に
、
後
の
段
の
始
め
と
し
て
示
さ
れ
た
部
分

（
ア
ゲ
ハ
↓
ク
リ
節
）
は
前
に

押
し
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
後
の
段
の
始
め
と
し

て
考
え
得
る
上
限
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
二
段
型
の
ク
セ
下
の
前
半
部
に
は
前

述
し
た
よ
う
に
音
曲
面
で
た
だ
う
た
ひ
と
さ
し
た
る
相
異
は
な
い
。
と
こ
ろ
が

ク
セ
下
の
打
切
又
は
ヤ
ヲ
ハ
の
引
き
の
終
る
部
分
か
ら
音
曲
は
徐

々
に
改

ま

り
、
い
わ
ゆ
る

「横
竪
と
分
く
」

「所
々
訛
る
」
と
い
う
よ
う
な
曲
舞
節
的
切

分
音
が
含
ま
れ
だ
し
て
来
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
音
楽

に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
打
切
は
前
段
か
ら
後
段
へ
の
間
奏
曲
、
打
切
以
下
ク

セ
下
末
ま
で
は
曲
舞
節
へ
の
前
奏
曲
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
前
図
で
前

段
後
段
の
境
界
を
ク
セ
下
の
な
か
の
打
切
の
部
分
に
置
い
た
の
は
以
上
の
理
由

に
依
る
。

次
に
、
二
段
型
の
く
せ
を
わ
ざ
わ
ざ
作
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
曲
舞
を
主
題

と
し
な
い
能
に
く
せ
を
組
み
入
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
が

一
段
型
で
あ
る
べ
き

こ
と
は
前
引
能
作
書
に
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
百
万

・
山
姥
の
よ
う
に
、

シ
テ
が
曲
舞
々
で
あ
る
曲
や
曲
舞
が
興
味
の
中
心
と
な
る
曲
で
は
詞
章
も
音
山

も

一
段
の
構
成
内
で
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
能
作
書
の
三
体
作
書
条
々
に

曲
舞
二
段
許
り
を
　
後
段
を
ば
揉
み
寄
せ
て
　
道
の
曲
舞
か
ヽ
り
に
　
こ

ま
か
に
書
き
て
　
次
第
に
て
舞
ひ
止
む
べ
し

と
あ
る
の
は
こ
の
点
を
言
う
の
で
あ

っ
て
、
猿
楽
化
さ
れ
た

一
段
型
の
く
せ
に

更
に
一
つ
の
ク
セ
上
を
加
え
、　
一
段
型
の
ク
セ
上
を
も
曲
舞
調
に
仕
立
て
て
こ

れ
ら
を
後
段
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
通
常
の
猿
楽
構
成
の
、
序

一
段

・

破
三
段

・
急

一
段
と
い
う
型
は
、
く
せ
の
置
か
れ
る
破
の
第
三
段
目
が
二
段
に

な
る
の
で
、
序

一
段

・
破
四
段
・
急

一
段
の
計
六
段
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
能

作
書
に序

破
急
に
五
段
あ
り
…
…
も
し
く
は
　
本
説
の
体
分
に
因
り
て
　
一ハ
段
あ

る
事
も
あ
る
べ
し

と
見
え
る
の
は
、
恐
ら
く
は
く
せ
が
二
段
に
な
る
叙
上
の
型
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

引
用
し
た
能
楽
関
係
諸
論
文

・
能
楽
諸
伝
書
の
傍
点
や
符
号
、
改
行
は
す
べ

て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
叉
、
謡
山
本
文

・
節
博
士
等
の
引
用
は
す
べ

て
観
世
流
大
成
版
に
よ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
（西
宮
東
高
校
教
諭
）




