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は
じ
め
に

ー
世
阿
弥
の
芸
論
に
お
け
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
|
‘

世
阿
弥
と
三
郎
元
重

（
そ
の
三
）

さ
る
平
成
十
二
年
は
応
永
七
年
(
-
四
0
0
)
に
そ
の
第
三
「
問
答
条
々
」

ま
で
が
執
筆
さ
れ
た
『
風
姿
花
伝
』
六
百
年
に
あ
た
っ
て
い
て
、
「
文
学
」

や
「
観
世
j

が
そ
れ
に
ち
な
ん
で
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
そ
の
と
き
、
箪

者
は
『
観
世
』
に
「
『
風
姿
花
伝
』
を
め
ぐ
る
―
-
、
三
の
覚
書
」
（
拙
著
「
能

苑
逍
遥
（
上
）
世
阿
弥
を
歩
<
]
所
収
）
と
い
う
小
論
を
寄
せ
た
が
、
そ
の
一

項
を
「
芸
道
へ
の
危
機
感
を
め
ぐ
っ
て
」
と
し
て
、
そ
こ
で
『
風
姿
花
伝
」

の
増
補
部
分
や
「
至
花
道
』
の
記
述
中
に
世
阿
弥
の
深
刻
な
「
芸
道
へ
の

危
機
感
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
稿
（
以
下
、

「
旧
稿
」
）
で
は
、
そ
の
「
危
機
感
」
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

問
題
は
そ
の
背
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
世
阿
弥
の
危
機
感
は
応

永
二
十
七
年
の
『
至
花
道
j

以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
甥
の
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
う
す

る
と
、
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
世
阿
弥
の
危
機
感
が
何
に
由
来
す
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
把
握
し
て
い
る
世
阿
弥
の
事
蹟

|
—
あ
る
い
は
能
楽
史
の
知
識
|
ー
で
は
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
作
《
砧
》
の
味
わ
い
が
「
末
の
世
」
に
理

解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
「
物
憂
く
」
思
っ
て
い
た
晩
年
の
世
阿

弥
の
心
境
（
「
申
楽
談
儀
」
十
四
条
）
と
も
か
か
わ
る
も
の
と
思
う
が
、

い
ま
は
こ
う
し
た
事
実
を
指
摘
し
て
、
そ
の
背
景
の
解
明
は
今
後
の

世
阿
弥
研
究
の
進
展
を
ま
ち
た
い
と
思
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
芸
論
に
認
め
ら
れ
る
世
阿
弥
の
「
芸
道
へ
の
危

機
感
」
の
背
景
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
甥
の
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
」
な

ど
が
想
起
さ
れ
る
が
、
二
人
の
軋
礫
は
こ
れ
ら
の
文
言
が
記
さ
れ
た
時
期

よ
り
後
の
こ
と
で
あ
り
、
結
局
は
そ
の
「
危
機
感
」
が
何
に
由
来
す
る
の

か
は
不
明
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
甥
の
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
」

が
は
じ
ま
っ
た
時
期
を
、
世
阿
弥
が
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
芸
論
に
書

き
つ
け
た
時
期
（
後
述
の
よ
う
に
応
永
二
十
年
代
後
半
頃
）
よ
り
後
と
し
て
い

る
の
は
、
両
者
の
「
軋
礫
」
は
、
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
に
足
利
将
軍
家

の
家
督
を
義
教
が
継
承
し
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
後
援
し
て
い
た
―
―
一
郎
元
重

天

野

文

雄
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の
引
き
立
て
が
急
速
に
顕
著
に
な
っ
て
か
ら
と
み
る
の
が
当
時
の
定
説

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
も
な
お
定
説
で
あ
り
続
け
て
い
る
が
、

前
稿
（
「
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
（
そ
の
二
）
」
）
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
両
者
の

軋
礫
を
義
教
登
場
後
と
す
る
理
由
は
と
く
に
な
く
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、

世
阿
弥
の
後
継
者
と
し
て
養
嗣
子
三
郎
元
重
と
実
子
の
元
雅
を
か
か
え
て

い
た
観
世
家
内
の
微
妙
な
事
情
を
想
定
す
る
の
が
自
然
か
と
思
う
。
そ
の

立
場
か
ら
は
、
正
長
以
後
の
義
教
の
元
重
引
き
立
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら

生
じ
て
い
た
世
阿
弥
と
元
重
の
軋
礫
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
う
理
解
に
な

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
旧
稿
に
紹
介
し

た
世
阿
弥
の
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
表
明
さ
れ
た
記
述
を
見
直
す
と
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
世
阿
弥
の
後
継
者
的
な
位
置
に
あ
り
、
か
つ
有
力

な
役
者
と
し
て
成
長
し
て
い
て
、
世
阿
弥
と
元
雅
父
子
を
脅
か
す
存
在
に

な
っ
て
い
た
三
郎
元
重
に
た
い
す
る
世
阿
弥
の
忌
避
表
明
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
世
阿
弥
の
芸
論
は

能
と
い
う
芸
道
の
理
念
や
習
道
の
心
得
を
説
い
た
理
論
の
書
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
世
阿
弥
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
や
世
阿
弥
の
個
人
的
な
感
情
な
ど

を
み
よ
う
と
す
る
視
点
は
、
明
治
末
年
以
後
の
研
究
史
の
う
え
で
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
例
外
が
前
稿
で
も
紹
介
し
た
『
習
道
書
」
の
「
た

と
ひ
棟
梁
の
不
足
な
り
と
も
、
そ
れ
に
つ
き
て
も
、
力
な
き
為
手
と
し
て
、

一
座
を
持
つ
ほ
ど
の
主
頭
に
は
、
こ
と
わ
け
、
脇
の
為
手
従
ふ
べ
し
」
の

記
事
を
、
一
般
論
で
は
な
く
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
状
況
の
投
影
と
み
よ
う
と

し
た
表
章
氏
の
見
解
で
あ
る
（
『
観
世
流
史
参
究
』
所
収
の
「
観
世
十
郎
元
雅
と

そ
の
後
裔
」
）
。
そ
の
表
章
氏
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
世
阿
弥
の
芸
論
の
記
述

を
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
状
況
の
投
影
と
み
よ
う
と
し
た
論
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
風
姿
花
伝
』
奥
義
の
「
た
と
ひ
、
天
下
に
許
さ
れ
を
得
た
る
ほ
ど
の
為

手
も
、
力
な
き
因
果
に
て
、
万
一
少
し
廃
る
る
時
分
あ
り
と
も
・
：
」
を
、

実
際
に
世
阿
弥
が
「
少
し
廃
る
る
時
分
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
た

記
述
だ
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
「
世
阿
弥
の
生
涯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
文
学

j

昭

和
一
二
十
八
年
一
月
〔
『
能
楽
史
新
考
（
二
）
」
所
収
〕
な
ど
）
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に

た
い
し
て
、
こ
の
「
奥
義
」
の
記
述
は
あ
く
ま
で
も
一
般
綸
と
し
て
読
む

べ
き
だ
と
す
る
異
見
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
（
落
合
博
志
氏
「
犬
王
の
時
代
」
「
能

楽
研
究
」
六
号
な
ど
）
、
こ
の
箇
所
を
ど
う
み
る
か
は
さ
て
お
き
、
ご
く
常
識

的
な
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
世
阿
弥
も
人
の
子
で
あ
る
以
上
、
現
存
す

る
二
十
一
編
の
世
阿
弥
の
芸
論
に
は
執
箪
さ
れ
た
そ
の
時
ど
き
の
状
況
の

投
影
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
前
稿
で
は
、
表

章
氏
が
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
状
況
の
投
影
か
と
さ
れ
た
『
習
道
書
』
の
記
事

に
つ
い
て
は
、
一
座
の
「
脇
の
為
手
の
上
手
」
が
能
一
曲
の
上
演
に
お
い

て
棟
梁
の
為
手
に
従
わ
ず
、
「
別
心
の
曲
」
を
な
す
こ
と
が
き
び
し
く
戒

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
の
「
脇
の
為
手
の
上
手
」
は
、
当

時
な
お
観
世
座
の
座
衆
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
、
棟
梁
た
る
元
雅
よ
り
年

長
で
、
役
者
と
し
て
も
元
雅
以
上
の
芸
力
の
持
主
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い

三
郎
元
重
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
推
測
が
正

し
け
れ
ば
、
こ
れ
な
ど
は
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
に
た
い
す
る
忌
避
の
感
情

が
、
は
か
ら
ず
も
そ
の
芸
論
に
吐
露
さ
れ
た
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
記
述
が
一
般
論
な
の
か
、
当
時
の
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
固
有

の
状
況
の
投
影
な
の
か
の
認
定
に
は
当
然
慎
重
な
検
証
が
求
め
ら
れ
る
わ
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旧
稿
で
世
阿
弥
の
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
紹
介

し
た
の
は
、
以
下
の
四
カ
所
の
芸
論
の
記
事
で
あ
る
。

ー
、
「
風
姿
花
伝
』
第
三
問
答
条
々
の
奥
書
。

2
、
『
風
姿
花
伝
」
奥
義
の
冒
頭
の
記
事
。

3
、
『
風
姿
花
伝
』
奥
義
の
末
尾
の
記
事
。

4
、
「
至
花
道
』
の
末
尾
の
記
事
。

こ
の
う
ち
、

1
i
3
は
巻
一
「
年
来
稽
古
条
々
」
か
ら
巻
五
に
あ
た
る
「
奥

義
」
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
五
巻
本
「
風
姿
花
伝
j

に
あ
る
記
事
で
あ
る
。

こ
の
五
編
か
ら
な
る
『
風
姿
花
伝
』
の
う
ち
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
の
原
形
（
初

期
花
伝
）
は
応
永
七
年
(
-
四
0
0
)

の
成
立
で
あ
り
、
巻
五
の
「
奥
義
」

は
観
世
本
（
宗
節
署
名
本
）
に
の
み
応
永
九
年
の
奥
書
年
記
が
あ
る
も
の
の
、

ほ
ぼ
応
水
十
年
代
の
成
立
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
巻
四
に
あ
た
る
「
神
儀
」

世
阿
弥
の
芸
論
に
お
け
る
対
三
郎
元
重
意
識
（
そ
の
一
）

け
で
あ
る
が
、
こ
の
稿
で
は
、
世
阿
弥
の
芸
論
に
は
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
固

有
の
状
況
の
投
影
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
の
も
と
、
世
阿
弥

と
三
郎
元
重
の
関
係
1

世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
、
あ
る
い
は
世

阿
弥
に
よ
る
元
重
忌
避
—
|
_
を
そ
の
芸
論
の
う
ち
に
さ
ぐ
り
、
そ
れ
を
う

け
て
、
あ
ら
た
め
て
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
の
理
由
や
始
期
な
ど

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

の
成
立
年
次
は
「
奥
義
」
以
前
と
さ
れ
て
い
る
）
、
こ
の
五
編
か
ら
な
る
「
風
姿

花
伝
』
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
自
身
に
よ
っ
て
、
応
永
二
十
年
代
の
後
半

頃
に
大
幅
な
増
補
を
中
心
と
し
た
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
（
表
章
氏
「
【
花
伝
】
か
ら
【
風
姿
花
伝
】
へ
の
本
文
改
訂
」
「
語
文

J

I

――十八輯、

昭
和
五
十
六
年
）
。
つ
ま
り
、
現
在
に
伝
わ
る
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
の
「
風

姿
花
伝
』
は
世
阿
弥
に
よ
る
増
補
改
訂
の
手
が
入
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る

が
、
右
の

1
1
3
は
旧
稿
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
そ
の
増
補

箇
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

4
の
「
至
花
道
』

は
応
永
二
十
七
年
(
-
四
二
0
)
の
奥
書
年
記
が
あ
る
か
ら
、
旧
稿
が
指
摘

し
た
世
阿
弥
に
よ
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
認
め
ら
れ
る
記
事
は
い
ず

れ
も
応
永
二
十
年
代
の
後
半
頃
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、

こ
れ
ら
を
含
め
た
世
阿
弥
の
芸
論
に
お
け
る
同
趣
の
記
事
に
つ
い
て
、
そ

れ
ら
が
三
郎
元
重
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
ま
ず
は
、
旧
稿
で
指
摘

し
た
右
の
四
カ
所
の
記
事
を
順
に
紹
介
し
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る

「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
あ
ら
た
め
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、

1
の
「
問
答
条
々
」
の
奥
書
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
以

下
、
世
阿
弥
の
芸
論
の
引
用
は
『
世
阿
弥
禅
竹
j

の
校
訂
本
文
に
よ
る
が
、
読
み
や
す

さ
を
考
慮
し
て
、
少
し
く
表
記
を
改
め
て
い
る
）
。

お
よ
そ
、
家
を
守
り
、
芸
を
重
ん
ず
る
に
よ
て
、
亡
父
の
申
し
置
き

し
こ
と
ど
も
を
、
心
底
に
さ
し
は
さ
み
て
、
大
概
を
録
す
る
所
、
世

の
謗
り
を
忘
れ
て
、
道
の
廃
れ
ん
こ
と
を
思
ふ
に
よ
り
て
、
ま
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っ
た
く
他
人
の
オ
学
に
及
ぽ
さ
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
子
孫
の
庭

訓
を
残
す
の
み
な
り
。
〔
1

〕

こ
れ
は
「
問
答
条
々
」
の
奥
書
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
に
、
「
風
姿
華
伝
条
々

以
上
」
「
子
時
応
永
七
年
庚
辰
卯
月
十
三
日
」
「
従
五
位
下
左
衛
門
大
夫

秦
元
消
書
」
と
、
年
記
や
世
阿
弥
の
署
名
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
傍
線
部
で
あ
る
。
こ
の
奥
書
が
後
年
の
増
補
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
が
確
実
に
増
補
と
考
え
ら
れ
る
後
掲
の
『
風
姿

花
伝
』
「
奥
義
」
の
冒
頭
部
分
と
文
辞
が
似
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
観
点
か
ら
こ
の
奥
書
を
み
る
と
、
そ
れ
は
「
家
を
守
り
、
芸
を
重

ん
ず
る
」
が
ゆ
え
に
「
亡
父
の
教
え
の
要
点
」
を
記
し
て
、
「
子
孫
の
庭
訓
」

の
た
め
に
書
き
残
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
三
十
五
、
六
歳

だ
っ
た
応
永
七
年
の
世
阿
弥
よ
り
、
後
継
者
の
こ
と
が
現
実
の
問
題
と

な
っ
て
い
た
応
永
二
十
年
代
後
半
頃
の
世
阿
弥
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
奥
書
が
後
年
の
増
補
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
も

言
え
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
そ
う
し
た
内
容
の
奥
書
の
な
か
に
、
「
道

の
廃
れ
ん
事
を
思
ふ
に
よ
り
て
」
と
い
う
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
と

ら
え
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
、
こ
こ
は
「
芸
を
重
ん
ず
る
」
が
た
め
の
、
芸

道
の
発
展
を
願
う
世
阿
弥
の
思
い
の
表
わ
れ
と
み
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
十

分
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
同
趣
の
記
述
と

あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
み
る

の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は
、
そ
の
「
芸
道

そ
れ

へ
の
危
機
感
」
が
能
と
い
う
芸
道
全
体
に
た
い
す
る
危
機
感
な
の
か
、
そ

れ
と
も
、
世
阿
弥
父
子
を
脅
か
す
三
郎
元
重
の
存
在
に
よ
る
危
機
感
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
い
で
、

2
、
3
の
「
奥
義
」
の
冒
頭
部
分
と
奥
書
に
移
ろ
う
。

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
風
姿
花
伝
の
条
々
、
大
方
、
外
見
の
憚
り
、
子
孫
の
庭

訓
の
た
め
に
注
す
と
い
へ
ど
も
、
た
ゞ
望
む
所
の
本
意
と
は
、
当
世
、

こ
の
道
の
輩
を
見
る
に
、
芸
の
た
し
な
み
は
を
ろ
そ
力
に
て
、
非
道

の
み
行
じ
、
た
ま
た
ま
当
芸
に
至
る
時
も
、
た
だ
、
一
夕
の
戯
笑
、

一
旦
の
名
利
に
染
み
て
、
源
を
忘
れ
て
流
れ
を
失
ふ
こ
と
、
道
す
で

に
廃
る
時
節
か
と
、
こ
れ
を
嘆
く
の
み
な
り
。
然
れ
ば
、
道
を
た
し

な
み
、
芸
を
重
ん
ず
る
所
私
な
く
ば
、
な
ど
か
そ
の
徳
を
得
ざ
ら
ん
。

こ
と
さ
ら
、
こ
の
芸
、
そ
の
風
を
継
ぐ
と
い
へ
ど
も
、
自
力
よ
り
出

づ
る
振
る
舞
い
あ
れ
ば
、
語
に
も
及
び
が
た
し
。
そ
の
風
を
得
て
、

心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
な
れ
ば
、
風
姿
花
伝
と
名
付
く
。
〔
2

〕

一
、
こ
の
寿
福
増
長
の
た
し
な
み
と
申
せ
ば
と
て
、
ひ
た
す
ら
世
間

の
こ
と
わ
り
に
か
か
り
て
、
も
し
欲
心
に
住
せ
ば
、
こ
れ
、
第
一
、

道
の
廃
る
べ
き
因
縁
な
り
。
道
の
た
め
の
た
し
な
み
に
は
、
寿
福
増

長
あ
る
べ
し
。
寿
福
の
た
め
の
た
し
な
み
に
は
、
道
ま
さ
に
廃
る
べ

し
。
道
廃
ら
ば
、
寿
福
を
の
づ
か
ら
滅
す
べ
し
。
正
直
円
明
に
し
て

世
上
万
徳
の
妙
花
を
開
く
因
縁
な
り
と
、
た
し
な
む
べ
し
。
〔
3

〕
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こ
の

2
の
「
奥
義
」
の
冒
頭
部
分
と

3
の
末
尾
部
分
も
応
永
二
十
年
代

後
半
頃
の
増
補
と
考
え
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

2
の
冒

頭
部
分
は
、
「
そ
も
そ
も
、
風
姿
花
伝
の
条
々
」
と
い
う
書
き
出
し
で
は

じ
ま
っ
て
、
以
下
、
『
風
姿
花
伝
]
執
筆
の
目
的
が
記
さ
れ
、
さ
い
ご
に
『
風

姿
花
伝
」
と
い
う
書
名
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
も
と
も
と
下
花

伝
j

だ
っ
た
書
名
を
世
阿
弥
が
応
永
二
十
年
代
後
半
に
「
風
姿
花
伝
』
へ

と
改
称
し
た
こ
と
を
示
す
箇
所
と
さ
れ
て
い
る
が
（
「
世
阿
弥
禅
竹
」
補
注
）
、

箪
者
が
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
考
え
る
記
述
（
傍
線
部
）
は
、
引
用
部
分

前
半
の
「
風
姿
花
伝
』
の
執
筆
目
的
を
記
し
た
部
分
に
み
え
て
い
る
。
そ

こ
を
少
し
子
細
に
み
る
と
、
「
風
姿
花
伝
』
執
築
の
目
的
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、
「
子
孫
の
庭
訓
の
た
め
注
す
」
と
記
し
た
あ
と
、
「
実
は
」
と
い
う

語
調
で
、
「
望
む
と
こ
ろ
の
本
意
（
真
意
）
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
本

意
（
真
意
）
」
が
傍
線
部
の
よ
う
な
「
危
機
感
」
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、

換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
危
機
感
」
を
訴
え
て
、
わ
が
家
の
芸
が
そ
う
あ
っ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
「
子
孫
へ
の
庭
訓
」
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。
そ
う
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
「
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
」
と
は
、

「
芸
の
た
し
な
み
が
お
ろ
そ
か
」
で
「
能
に
益
な
き
非
道
に
熱
中
し
」
、
演

能
に
さ
い
し
て
は
、
「
一
時
の
表
面
的
な
評
価
や
名
声
」
ば
か
り
を
求
め
て
、

「
能
芸
の
あ
る
べ
き
姿
を
忘
れ
」
た
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
世

阿
弥
の
芸
論
に
認
め
ら
れ
る
「
危
機
感
」
の
う
ち
、
も
っ
と
も
語
気
鋭
い

も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
能
勢
朝
次
氏
の

I

世
阿
弥

十
六
部
集
評
釈
』
に
、

彼
の
時
代
の
猿
楽
者
流
が
、
真
に
道
を
尊
び
守
る
精
神
に
乏
し
く
、

一
時
的
な
世
人
の
賞
讃
に
安
堵
し
て
、
生
涯
を
通
し
て
習
ひ
徹
る
と

い
ふ
気
暁
の
鋏
け
て
ゐ
る
事
を
慨
歎
し
て
居
る
。
こ
れ
を
、
老
人
共

通
の
繰
―
―
-
U

と
笑
ふ
者
が
青
年
者
流
に
は
あ
る
が
、
私
は
世
阿
弥
の
心

を
思
ふ
と
、
芭
蕉
が
晩
年
に
「
此
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮
」
と

吐
息
と
共
に
呻
き
出
し
た
、
あ
の
名
人
の
み
感
ず
る
と
い
ふ
堪
へ
難

い
寂
蓼
の
感
を
、
こ
の
数
語
の
中
に
も
聞
く
や
う
な
感
が
す
る
。

と
い
う
評
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
は
、
た
ん
に
語
気
鋭
い
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
で
は
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
か
な
り
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
て
、
当

時
の
能
楽
界
が
現
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

つ
い
で
、

3
の
「
奥
義
」
末
尾
部
分
に
み
え
る
「
危
機
感
」
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
「
奥
義
」
の
な
か
で
唯
一
の
一
ツ
書
の
部
分
で
あ
り
、
そ
う
し
た

形
態
や
内
容
か
ら
応
永
二
十
年
代
後
半
頃
の
増
補
と
考
え
ら
れ
て
い
る
箇

所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
能
が
「
寿
福
増
長
（
大
き
な
利
得
）
」
の
も
と
に

な
る
こ
と
を
説
い
た
本
文
（
前
文
）
に
た
い
す
る
但
し
書
き
の
よ
う
な
か

た
ち
で
記
さ
れ
て
い
て
、
能
が
「
寿
福
増
長
」
の
も
と
に
な
る
と
は
い
っ

て
も
、
も
し
役
者
が
世
俗
的
な
欲
得
に
と
ら
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ

芸
道
が
廃
れ
る
原
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
以
下
、
「
道
の
た
め
の

た
し
な
み
（
精
進
）
」
と
「
寿
福
の
た
め
の
た
し
な
み
（
精
進
）
」
と
を
対
比

的
に
述
べ
て
、
後
者
で
あ
れ
ば
「
道
ま
さ
に
廃
る
べ
し
」
と
道
破
し
て
い
る
。

こ
の

3
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、

2
の
「
奥
義
」
冒
頭
部
分
の
「
危
機
感
」
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の
背
後
に
あ
る
状
況
と
の
類
似
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

3
で
は
、
役

者
が
「
世
間
の
こ
と
は
り
に
か
か
っ
て
」
「
欲
得
に
と
ら
わ
れ
る
」
こ
と

が
き
び
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

2
の
「
一
夕
の
戯
笑
、
一
旦

の
名
利
」
に
安
住
し
て
い
る
「
こ
の
道
の
輩
」
へ
の
批
判
と
重
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
増
補
さ
れ
た
「
風
姿
花
伝
』
の
「
奥
義
」

は
、
そ
の
冒
頭
と
末
尾
に
、
一
見
、
当
時
の
慨
嘆
す
べ
き
能
楽
界
へ
の
状

況
と
し
て
、
や
や
具
体
的
な
同
趣
の
文
言
に
よ
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」

を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
応
永
二
十
年
代
後
半
の
能

楽
界
は
、
多
く
の
役
者
が
、
真
摯
に
能
芸
に
取
り
組
ま
ず
、
能
の
修
行
も

欲
得
の
た
め
と
心
得
、
演
能
に
さ
い
し
て
も
一
時
的
な
功
名
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
、
ま
さ
に
末
期
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
問
題
は
、
こ
れ
ら
が
当
時
の
能
楽
界
に
た
い
す

る
慨
嘆
な
の
か
、
そ
れ
と
も
世
阿
弥
父
子
を
脅
か
し
つ
つ
あ
っ
た
三
郎
元

重
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
以
上
に
述
べ
た
「
奥
義
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
『
風
姿
花
伝
』

の
主
要
な
伝
本
の
―
つ
で
あ
る
観
世
本
（
宗
節
署
名
本
）
が
、
そ
の
絹
名
的

な
見
出
し
を
他
本
の
「
奥
義
云
」
（
金
春
本
）
、
「
第
五
奥
儀
云
」
（
吉
田
本
）

と
は
異
な
っ
て
、
「
奥
儀
・
讃
歎
云
．
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
（
・
は
同
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
朱
の
句
読
点
）
。
こ
の
「
讃
歎
」
は
岩
波
講

座
「
能
・
狂
言
II
〔
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
〕
j

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
批
判
」

の
謂
と
思
わ
れ
る
が
（
こ
の
語
は
伝
本
上
の
表
記
は
仮
名
で
「
花
鏡
」
「
劫
之
入
用

心
事
」
と
『
至
花
道
』
祓
文
〔
後
掲
〕
に
み
え
る
）
、
増
補
さ
れ
た
現
在
の
「
奥
義
」

は
ま
さ
に
憂
う
べ
き
当
時
の
能
楽
界
へ
の
「
批
判
」
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
観
世
本
（
宗
節
署
名
本
）

の
性
格
、
あ
る
い
は
増
補
さ
れ
た
「
奥
義
」
の
性
格
に
か
か
わ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
世
阿
弥
の
対
三
郎
元
重
意
識
に
も

か
か
わ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
と
り
あ
え
ず
言
及
し
て
お
く
。

つ
ぎ
は

4
の
『
至
花
道
』
（
応
氷
二
十
七
年
奥
書
）
の
跛
文
だ
が
、
そ
れ
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
の
一
文
で
あ
る
。

一
、
か
や
う
の
稽
古
の
条
々
、
浅
深
、
昔
は
さ
の
み
に
は
な
か
り
し

な
り
。
古
風
の
な
か
に
、
を
の
づ
か
ら
こ
の
芸
力
を
得
た
り
し
達
人
、

少
々
見
え
し
な
り
。
そ
の
こ
ろ
は
、
貴
人
、
上
方
様
の
御
批
判
に
も

是
を
の
み
御
覧
じ
は
や
さ
れ
て
、
非
を
ば
御
讃
歎
も
な
か
り
し
な
り
。

当
世
は
、
御
目
も
い
や
蘭
け
て
、
少
し
き
の
非
を
も
御
讃
歎
に
及
ぶ

あ
ひ
だ
、
玉
を
磨
き
、
花
を
摘
め
る
幽
曲
な
ら
ず
ば
、
上
方
様
の
御

意
に
か
な
ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
る
ほ
ど
に
、
芸
の
達
人
は
少

な
し
。
当
道
い
よ
い
よ
末
風
に
な
る
ゆ
へ
に
、
か
や
う
の
習
道
お
ろ

そ
力
な
ら
は
、
道
も
絶
え
ぬ
べ
き
か
と
、
芸
心
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
大

方
申
す
の
み
な
り
。
な
ほ
な
ほ
、
こ
の
ほ
か
は
、
問
人
の
気
塁
の
分

力
に
よ
り
て
、
相
対
し
て
の
秘
伝
な
る
べ
し
。
〔
4
〕

こ
こ
は
、
「
昔
」
の
義
満
時
代
が
役
者
の
「
是
（
美
点
）
」
が
称
賛
さ
れ

る
だ
け
の
よ
き
時
代
だ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
「
当
世
」
の
義
持
時
代
は

将
軍
の
批
評
眼
も
精
細
に
な
っ
た
た
め
、
わ
ず
か
な
「
非
（
欠
点
）
」
も
批

判
の
対
象
と
な
り
、
幽
玄
無
上
の
芸
で
な
け
れ
ば
御
意
に
か
な
え
な
い
、
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役
者
に
は
き
び
し
く
む
ず
か
し
い
時
代
で
あ
る
と
い
う
、
義
持
時
代
後
期

の
世
阿
弥
の
慨
嘆
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

そ
の
慨
嘆
に
続
け
て
、
そ
の
よ
う
な
将
軍
の
時
代
ゆ
え
、
「
芸
の
達
人
は

少
な
し
」
と
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
な
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
記
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
当
道
い
よ
い
よ
末
風
に
な
る
ゆ
へ
に
：
・
道
も
絶

え
ぬ
べ
き
か
」
は
、

2
、
3
に
も
劣
ら
ぬ
強
い
危
機
感
の
表
明
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
旧
稿
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
『
至
花
道
j

に
は
も
う
一
カ
所
、

「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
の
表
明
と
し
て
も
よ
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
第

一
条
「
二
曲
三
体
の
事
」
の
末
尾
の
つ
ぎ
の
一
文
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
当
世
の
申
楽
の
稽
古
を
見
る
に
、
み
な
み
な
、
二
曲
三
体

の
本
道
よ
り
は
入
門
せ
ず
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
ま
ね
、
異
相
の
風
を

の
み
習
へ
ば
、
無
主
の
風
体
に
な
り
て
、
能
弱
く
、
見
劣
り
し
て
、

名
を
得
る
芸
人
、
さ
ら
に
な
し
。
返
す
返
す
、
二
曲
三
体
の
道
よ
り

は
入
門
せ
ず
し
て
、
は
し
ば
し
の
物
ま
ね
の
み
た
し
な
む
こ
と
、
無

体
枝
葉
の
稽
古
な
る
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
能
芸
の
習
道
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
二
曲
一
―
―

体
（
舞
歌
の
二
曲
と
老
女
軍
の
一
一
一
体
の
物
真
似
）
か
ら
入
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

当
世
の
役
者
は
み
な
そ
れ
に
従
わ
ず
、
そ
の
た
め
名
手
と
評
さ
れ
る
役
者

が
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う

な
、
「
道
の
廃
れ
ん
こ
と
を
思
ふ
」
「
道
す
で
に
廃
る
時
節
」
「
道
の
廃
る

べ
き
因
縁
」
と
い
う
文
言
は
な
い
も
の
の
、
当
時
の
能
楽
界
に
た
い
す
る

慨
嘆
で
あ
り
（
「
み
な
み
な
」
と
あ
る
）
、
そ
の
点
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
「
危

機
感
」
と
同
趣
の
記
述
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
、
も
う
一
っ
、
旧
稿
で
は
見
落
し
て
い
た
例
が
「
申
楽
談
儀
』

二
十
一
条
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
観
阿
弥
と
ほ
ぽ
同
世
代
の
金
春
権
守
と
金

剛
権
守
の
芸
風
に
つ
い
て
述
べ
た
な
か
の
、
つ
ぎ
の
一
文
で
あ
る
。

田
舎
の
風
体
。
金
春
権
守
・
金
剛
権
守
、
つ
ゐ
に
出
世
な
し
。
京
中

の
勧
進
に
も
、
将
軍
家
御
成
な
し
。
金
春
、
京
の
勧
進
、
二
日
し
て

下
る
。
金
剛
、
南
都
に
て
は
、
立
合
の
時
も
、
二
番
に
て
さ
て
を
か
る
。

是
も
、
そ
の
頃
、
道
の
盛
ん
な
る
時
の
、
上
の
手
柄
、
一
の
こ
と
な
り
。

今
の
世
は
道
な
く
て
、
ひ
ご
ろ
よ
く
能
せ
ぬ
者
も
、
こ
と
に
よ
り
て

押
し
出
し
て
す
る
。
出
世
に
は
変
る
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
、
当
代
が
「
道
な
き
時
代
」
だ
と
い
う
慨
曖

が
み
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
旧
稿
で
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
示
す
も
の
と
し
た
世
阿
弥
の

芸
論
の
記
述
を
、
本
稿
の
論
旨
に
即
す
か
た
ち
で
紹
介
し
て
み
た
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
応
永
二
十
年
代
後
半
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
旧
稿
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
世
阿
弥
が
深
刻
な
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を

抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
確
実
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の

紹
介
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
世
阿
弥
の
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
は
、

一
見
し
た
か
ぎ
り
で
は
い
ず
れ
も
当
時
の
能
楽
界
全
体
の
状
況
に
た
い
す

る
慨
嘆
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
旧
稿
で
も
述
べ
た
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世
阿
弥
の
芸
論
に
み
え
る
対
三
郎
元
重
意
識
（
そ
の
二
）

よ
う
に
、
当
時
の
能
楽
界
が
世
阿
弥
が
慨
嘆
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
能
楽
史
研
究
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
い
ず
、

そ
れ
は
世
阿
弥
の
芸
論
に
し
か
み
え
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
世

阿
弥
の
芸
論
に
お
い
て
当
時
の
能
楽
界
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ら
を
た
だ
ち
に
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
忌
避
の
表
明

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
能

楽
界
に
た
い
す
る
慨
嘆
な
の
か
、
そ
れ
と
も
三
郎
元
重
を
念
頭
に
お
い
た

も
の
な
の
か
、
次
節
で
は
、
そ
の
点
の
検
討
を
し
て
み
よ
う
。

前
節
で
紹
介
し
た
槻
阿
弥
の
芸
論
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
は
、

は
た
し
て
三
郎
元
重
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の

ま
ま
素
直
に
、
当
時
の
能
楽
界
の
状
況
を
慨
嘆
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
思

わ
れ
る
の
が
、
前
節
で
世
阿
弥
の
「
危
機
感
」
の
表
明
と
し
て
紹
介
し
た

記
事
の
ほ
と
ん
ど
に
み
え
る
「
道
の
廃
絶
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
（
具
体

的
に
は
「
道
の
廃
れ
ん
こ
と
」
「
道
す
で
に
廃
る
時
節
」
「
道
の
廃
る
べ
き
因
縁
」
「
道

も
絶
え
ぬ
べ
き
か
」
な
ど
）
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
一
見
、
「
芸

道
へ
の
危
機
感
」
を
表
明
し
た
記
述
が
当
時
の
能
楽
界
の
状
況
に
た
い
す

る
慨
嘆
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
一
方
、
こ
の
「
道
の
廃
絶
」
と
い
う
表
現
は
、
世
阿
弥
の
「
危

機
感
」
の
対
象
が
、
ほ
か
で
も
な
い
三
郎
元
重
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
明
確
に
示
す
徴
証
に
も
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
「
道
の
廃
絶
」
と
同
じ
「
道
の
破
滅
」
と
い
う
文
言
が
、
以
下
の
よ

う
に
元
雅
の
早
世
を
嘆
い
た
永
享
四
年
の

I

夢
跡
一
紙
」
に
み
え
て
い
て
、

そ
れ
は
ほ
ぽ
同
じ
文
脈
の
翌
永
享
五
年
の
「
却
来
華
」
に
よ
れ
ば
、
「
能

の
道
の
破
滅
」
の
謂
で
は
な
く
、
「
観
世
座
の
破
滅
」
の
謂
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
「
夢
跡
一
紙
l

と
『
却
来
花
』
の
記
述
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
・
・
善
春
、
ま
た
祖
父
に
も
越
え
た
る
堪
能
と
見
え
し
ほ
ど
に
、
「
と

も
に
云
ふ
べ
く
し
て
云
は
ざ
る
は
人
を
失
う
」
と
云
ふ
本
文
に
ま
か

せ
て
、
道
の
秘
伝
・
奥
義
こ
と
ご
と
く
記
し
伝
へ
つ
る
数
々
、
一
吹

の
夢
と
な
り
て
、
無
主
無
益
の
麿
煙
と
な
さ
ん
の
み
な
り
。
今
は
、

残
し
て
も
誰
が
た
め
の
益
か
あ
ら
む
。
「
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
ん

梅
の
花
」
と
詠
ぜ
し
心
、
ま
こ
と
な
る
か
な
。
し
か
れ
ど
も
、
劃
び

破
滅
の
時
節
当
来
し
、
よ
し
な
き
老
命
残
っ
て
、
目
前
の
境
涯
に
か

か
る
折
節
を
見
る
こ
と
、
悲
し
む
に
堪
え
ず
。
(
E

夢
跡
一
紙
j

抜粋）

当
道
の
芸
跡
の
条
々
、
亡
父
の
庭
訓
を
承
け
し
よ
り
以
来
、
今
老
後

に
お
よ
ん
で
、
息
男
元
雅
に
至
る
ま
で
、
道
の
奥
義
残
り
な
く
相
伝

終
わ
り
て
、
世
阿
は
一
身
の
一
大
事
の
み
を
待
ち
つ
る
と
こ
ろ
に
、

思
は
ざ
る
ほ
か
、
元
雅
早
世
す
る
に
よ
て
、
当
流
の
道
絶
え
て
、
一

座
す
で
に
破
滅
し
ぬ
。
さ
る
ほ
ど
に
、
嫡
孫
は
い
ま
だ
幼
少
な
り
。

や
る
方
な
き
二
跡
の
芸
道
、
あ
ま
り
に
あ
ま
り
に
老
心
の
妄
執
、
一

大
事
の
障
り
と
も
な
る
ば
か
り
な
り
。
た
と
ひ
他
人
な
り
と
も
、
そ
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の
人
あ
ら
ば
、
こ
の
一
跡
を
も
預
け
置
く
べ
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ

き
芸
人
も
な
し
。
（
『
却
来
華
』
冒
頭
）

い
ず
れ
も
晩
年
期
の
世
阿
弥
が
直
面
し
た
悲
痛
な
現
実
を
伝
え
る
一
文

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
で
は
、
傍
線
部
の
よ
う

に
十
郎
元
雅
の
早
世
を
、
「
道
の
破
滅
の
時
節
当
来
し
」
と
し
、
ま
た
「
当

流
の
道
絶
え
て
一
座
す
で
に
破
滅
し
ぬ
」
と
し
て
い
て
、
『
夢
跡
一
紙
』

の
「
道
の
破
滅
」
は
明
ら
か
に
「
一
座
の
破
滅
」
つ
ま
り
「
観
世
座
の
破
滅
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
夢
跡
一
紙
』
の
「
道
」
は
「
能

の
道
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
謂
な
の
で
は
な
く
、
「
当
流
の
道
」
の

謂
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
既
述
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
の
芸
論
に
示
さ
れ
た
「
芸

道
へ
の
危
機
感
」
は
、
い
ず
れ
も
「
道
」
の
「
廃
れ
」
に
た
い
す
る
危
機

感
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
従
来
は
こ
れ
ら
の
記
述
は
当
時

の
能
楽
界
に
た
い
す
る
世
阿
弥
の
慨
嘆
と
理
解
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る

の
だ
が
（
そ
の
こ
と
は
さ
き
に
掲
げ
た
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
の
「
評
」
に
も

う
か
が
え
よ
う
）
、
し
か
し
、
『
夢
跡
一
紙
j

の
「
道
」
が
「
一
座
」
す
な
わ

ち
「
観
世
座
」
の
謂
で
あ
る
と
す
る
と
、
前
節
に
紹
介
し
た
芸
論
上
の
、

一
見
、
一
般
論
の
よ
う
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
も
、
た
ん
に
当

時
の
能
楽
界
に
た
い
す
る
慨
嘆
な
の
で
は
な
く
、
「
当
流
（
観
世
座
と
観
世
家
）

の
廃
絶
」
に
た
い
す
る
危
機
感
と
と
ら
え
る
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
に
な

ろ
う
。ま

た
、
右
の
『
夢
跡
一
紙
j

と
『
却
来
華
』
の
記
事
は
、
世
阿
弥
が
観

世
座
と
観
世
家
の
将
来
を
託
し
て
い
た
元
雅
の
早
世
に
よ
っ
て
、
「
当
流

の
道
絶
え
て
、
一
座
す
で
に
破
滅
し
ぬ
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
こ
と
を

嘆
い
た
も
の
だ
が
、
世
阿
弥
が
元
雅
の
死
を
「
一
座
の
破
滅
」
と
受
け
と

め
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
三
郎
元
重
の
存
在
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
。
世
阿
弥
は
『
却
来
華
」
で
は
、
「
た
と
ひ
他
人
な
り
と
も
、
そ
の
人

あ
ら
ば
、
こ
の
一
跡
を
も
預
け
置
く
べ
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
芸
人
も

な
し
」
と
嘆
い
て
い
る
が
、
客
観
的
に
は
、
三
郎
元
重
と
い
う
将
軍
義
教

の
覚
え
も
め
で
た
い
、
「
他
人
」
で
は
な
い
「
し
か
る
べ
き
芸
人
」
が
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
元
雅
の
早
世
を
「
道
の
破
滅
」
と
し
、
「
当
流
の
道

絶
え
て
、
一
座
す
で
に
破
滅
し
ぬ
」
と
す
る
の
は
、
三
郎
元
重
忌
避
と
い

う
世
阿
弥
の
姿
勢
を
明
確
に
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
そ
の

こ
と
は
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
香
西
精
氏
が
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
）
。
ま
た
、
コ
却
来
華
]
で
は
、
こ
の
あ
と
観
世
座
を
継
ぐ
べ
き
役
者
と

し
て
女
婿
の
金
春
大
夫
（
氏
信
、
の
ち
の
禅
竹
）
を
あ
げ
、
そ
の
将
来
性
は

認
め
な
が
ら
も
、
ま
だ
若
年
の
金
春
大
夫
が
一
人
前
の
役
者
に
な
る
ま
で

は
自
身
は
生
き
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
一
座
の
破
滅

を
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
裏
を
返
せ
ば
、
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
忌
避

を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
『
夢
跡
一
紙
j

の
「
道
の
破
滅
」

は
「
観
世
座
と
観
世
家
の
破
滅
」
の
謂
で
あ
り
、
世
阿
弥
が
元
雅
亡
き
あ

と
の
状
況
を
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
背
後
に
は
、
世
阿
弥
の
三
郎
元
重

に
た
い
す
る
忌
避
の
感
情
が
あ
る
こ
と
が
確
実
な
の
だ
が
、
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
さ
き
に
紹
介
し
た
『
風
姿
花
伝
』
の
増
補
箇
所
や
『
至
花
道
』
の
「
道

の
廃
絶
」
を
嘆
い
た
記
事
に
も
、
同
様
の
事
情
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
す
で
に
紹
介
し
た
世
阿
弥
の
「
芸
道
へ

の
危
機
感
」
に
も
ど
る
と
、
そ
こ
で
は
、
「
道
の
廃
れ
ん
こ
と
を
思
ふ
に

よ
り
」
「
道
す
で
に
廃
る
時
節
か
」
「
こ
れ
第
一
、
道
の
廃
る
べ
き
因
縁
な
り
」

「
道
も
絶
え
ぬ
べ
き
か
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
そ
の
時
点
で
は
「
道
」
は
廃

絶
の
危
機
に
直
面
し
て
は
い
る
が
、
な
お
ま
っ
た
く
の
廃
絶
に
ま
で
は
い

た
っ
て
い
な
い
と
い
う
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
流
れ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
し
く
「
危
機
感
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
元
雅

没
後
の
『
夢
跡
一
紙
』
で
は
、
「
道
の
破
滅
の
時
節
当
来
し
」
と
あ
っ
て
、

実
際
に
「
道
の
破
滅
」
と
い
う
べ
き
状
況
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
三
郎
元
重
の
存
在
に
由
来
す

る
危
機
感
が
、
こ
こ
に
き
て
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
『
夢
跡
一
紙
」
の
「
道
の
破
滅
の
時
節
当
来
し
」
は
、
『
風
姿
花
伝
」

の
増
補
部
分
な
ど
に
み
え
る
「
危
機
感
」
と
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と

し
て
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
「
道
の
破
滅
の
時
節
当
来
し
」

は
、
世
阿
弥
が
少
な
く
と
も
応
永
二
十
七
年
以
前
か
ら
恐
れ
て
い
た
事
態

ー
具
体
的
に
い
え
ば
、
三
郎
元
重
の
勢
力
拡
大
ー
|
'
が
、
元
雅
の
早
世

と
い
う
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
最
悪
の
か
た
ち
で
現
実
の
も
の

と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
当
来
（
到
来
）
」

の
語
な
ど
は
、
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
思
わ
せ
よ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
『
風
姿
花
伝
』
の
増
補
部
分
な
ど
に
み
え
る
「
芸

道
へ
の
危
機
感
」
の
背
景
に
は
、
世
阿
弥
父
子
を
脅
か
す
三
郎
元
重
の
存

在
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
旧
稿
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
を
除
く
と
、
応
永
二
十
年
代
後
半
頃
の
世
阿

弥
の
「
危
機
感
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
説
明
す
る
知
識
を
わ
れ
わ
れ
は

持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

以
上
は
か
な
り
確
度
の
高
い
推
定
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
、
こ
の
節
で
は
世
阿
弥
の
「
道
の
破
滅
」
が
「
当
流
の
破
滅
」
を

意
味
し
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
世
阿
弥
が
芸
論
に
用
い
て
い
る
他
の

多
く
の
「
道
」
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
世
阿
弥
の
芸
論
で
は
、
「
道
」

と
い
う
語
は
多
く
の
場
合
、
「
こ
の
道
」
の
か
た
ち
で
所
見
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
「
道
」
は
明
ら
か
に
「
能
の
道
」
の
謂
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
世
阿
弥
は
「
道
の
破
滅
」
と
い
う
と
き
に

か
ぎ
っ
て
、
そ
の
「
道
」
を
「
当
流
の
道
」
の
意
で
用
い
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
三
郎
元
重
の
名
を
持
ち
出
す
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
が
た

め
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
当
時
の

世
阿
弥
に
は
、
「
観
世
座
の
道
」
が
「
能
の
道
」
だ
と
い
う
自
負
が
あ
り
、
「
観

世
座
の
破
滅
」
は
「
道
の
破
滅
」
で
も
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め

で
は
な
い
か
と
思
う
。
応
永
末
年
以
降
の
能
楽
界
は
、
将
軍
義
持
の
愛
顧

を
え
て
世
阿
弥
以
上
に
時
め
い
て
い
た
田
楽
増
阿
弥
が
表
舞
台
か
ら
姿
を

消
し
て
い
て
（
増
阿
弥
の
動
向
が
知
ら
れ
る
の
は
応
永
三
十
一
年
が
さ
い
ご
で
あ

る
）
、
将
軍
周
辺
の
能
は
観
世
の
独
占
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況

下
に
お
け
る
自
負
が
、
世
阿
弥
が
「
観
世
座
と
観
世
家
の
破
滅
」
を
「
道

の
破
滅
」
と
記
し
た
背
景
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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世
阿
弥
の
芸
論
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
の
背
景
に
三
郎
元
重

と
の
軋
礫
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た

の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
事
例
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

『
至
花
道
」
執
箪
の
応
永
二
十
七
年
以
前
と
な
る
が
、
以
下
で
は
こ
の
問

題
を
、
観
世
家
に
お
け
る
世
阿
弥
の
芸
論
の
伝
存
状
況
な
ど
か
ら
考
え
、

あ
わ
せ
て
、
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
の
背
景
に
三
郎
元
重
と
の
軋
礫
が
あ
っ

た
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
推
定
の
補
強
と
も
し
た
い
。

現
在
の
観
世
家
は
い
う
ま
で
も
な
く
観
阿
弥
、
世
阿
弥
以
来
の
系
譜
を

有
す
る
家
で
あ
る
が
、
系
統
と
し
て
は
世
阿
弥
の
嫡
流
で
は
な
く
、
世
阿

弥
の
甥
の
三
郎
元
重
の
家
系
に
つ
ら
な
る
家
で
あ
る
（
嫡
流
の
越
智
観
世
家

は
世
阿
弥
の
嫡
孫
の
十
郎
が
継
承
し
た
が
、
文
明
十
五
年
〔
一
四
八
―
―
-
〕
に
十
郎
の
逝

去
に
よ
っ
て
断
絶
し
、
の
ち
観
世
大
夫
元
忠
〔
宗
節
、
天
正
十
一
年
没
〕
の
長
兄
十
郎

大
夫
に
よ
っ
て
弘
治
三
年
〔
一
五
五
七
〕
以
前
に
再
興
さ
れ
た
が
、
十
郎
大
夫
の
没
後
、

ふ
た
た
び
断
絶
し
た
ら
し
い
）
。
「
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
」
と
し
て
今
回
で
三
回

目
に
な
る
こ
の
稿
は
、
換
言
す
れ
ば
、
観
世
座
と
観
世
家
が
傍
系
の
三
郎

元
重
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
ま
で
の
事
情
を
考
え
る
こ
と
を
そ
の

H
的
と

し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
観
世
家
に
は
、
世
阿

弥
の
自
箪
本
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
世
阿
弥
の
芸
論
が
伝
存
し
て
い

る
。
ま
た
、
現
在
の
観
世
家
に
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
江
戸
初
期
以
前
に
同

家
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
芸
論
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た

ケ
ー
ス
も
含
め
て
、
観
世
家
に
お
け
る
世
阿
弥
の
芸
論
の
伝
存
状
況
を
み

世
阿
弥
と
三
郎
元
重
の
軋
礫
の
始
期

E
、
観
世
家
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
。

る
と
、

そ
こ
に
は
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
軋
蝶
の
反
映
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
そ
の
軋
礫
が
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
も
貴
重
な
示
唆
が

え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
観
世
家
に
お
け
る
世
阿
弥
の
芸
論
を

そ
の
伝
存
状
況
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、

A
、
世
阿
弥
の
自
筆
本
が
伝
わ
る
も
の
。

B
、
七
世
元
忠
（
宗
節
、
天
正
十
一
年
没
）
と
八
世
元
尚
が
越
智
観
世
家

の
名
跡
を
継
い
だ
十
郎
大
夫
（
元
忠
の
長
兄
）
が
家
康
に
献
上
し

た
越
智
観
世
家
伝
米
本
を
書
写
し
て
観
世
家
の
蔵
架
に
加
え
た

も
の
。

C
、
近
世
初
期
以
前
の
古
写
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
、
伝
わ
っ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
。

D
、
近
世
中
期
こ
ろ
の
写
本
と
し
て
伝
わ
る
も
の
。

と
な
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
観
世
家
に
伝
存
も
し
く
は
伝
存
し
て
い
た

世
阿
弥
の
芸
論
の
素
性
を
、
表
章
氏
の
執
筆
に
な
る
「
観
世
宗
家
所
蔵
文
書

目
録
付
解
題
』
（
「
観
世
』
所
載
）
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
整
理
し
、
さ
ら
に
、

A
¥
D
に
加
え
て
、

も
注
記
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
芸
論
の
配
列
は
成
立
順
で
、
岩
波

講
座
「
能
・
狂
言
JI

〔
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
〕
」
に
示
さ
れ
た
も
の
に
拠
り
、
「
風
姿
花
伝
』
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は
細
分
し
て
六
点
と
し
た
。
ま
た
、

A
I
D
に
は
観
世
家
蔵
の
も
の
と
財
団
法
人
観
世
文

蔵
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
一
覧
で
は
そ
の
区
別
は
せ
ず
、
以
後
の
論
述
に
お
い
て
も
、

す
べ
て
「
観
世
家
伝
来
」
と
い
う
形
で
記
述
し
て
ゆ
く
）
。

①
「
花
伝
」
第
六
『
花
修
」
（
応
氷
十
年
代
後
半
頃
）
↓
A

②
『
花
伝
』
第
七
『
別
紙
口
伝
』
（
四
郎
相
伝
本
、
応
永
二
十
年
前
後
）
↓
A

③
『
花
習
内
抜
書
』
（
『
花
習
j

か
ら
の
抜
書
。
応
水
二
十
五
年
二
月
奥
害
）
↓
A

④
『
花
伝
』
第
七
『
別
紙
口
伝
』
（
元
次
相
伝
本
、
応
氷
二
十
五
年
六
月
奥
書
）

↓

B
 

⑤
「
風
姿
花
伝
」
（
巻
一

1
巻
五
の
五
巻
本
。
⑦
と
合
綴
）
↓
C

⑥
『
風
姿
花
伝
」
（
巻
一

1
巻
四
の
四
巻
本
）
↓
D

⑦
『
音
曲
口
伝
』
（
応
永
二
十
六
年
六
月
奥
書
。

5
と
合
綴
）
↓
C

⑧
「
至
花
道
』
（
応
永
二
十
七
年
六
月
奥
書
）
↓
D

⑨
『
二
曲
三
体
人
形
図
」
（
応
永
二
十
八
年
七
月
奥
書
）
↓
B
〔
現
存
本
は
D

〕

⑩
『
三
道
』
（
応
水
三
十
年
二
月
奥
書
）
↓
B

〔
現
在
は

F
〕

⑪
『
花
鏡
」
（
応
水
三
十
一
年
六
月
奥
書
）
↓

c
〔
現
存
本
は

D
〕

⑫
「
曲
付
次
第
』
↓
B

〔
現
在
は

E
〕

⑬
「
風
曲
集
』
↓
B

⑭
『
遊
楽
習
道
風
見
」
↓
B

⑮
「
五
位
」
↓
E

⑯
『
九
位
」
↓
C

〔
現
存
本
は

D
〕

⑰
『
六
義
j

（
応
水
三
十
五
年
三
月
奥
誉
）
↓
E

⑱
『
拾
玉
得
花
」
（
正
長
元
年
六
月
奥
書
）
↓
E

⑲
「
五
音
」
↓
B

⑳
『
五
音
曲
条
々
j

↓
B

⑳
「
習
道
書
』
（
永
享
二
年
三
月
奥
書
）
↓
C

〔
現
存
本
は

D
〕

⑫
『
申
楽
談
傲
』
（
永
享
二
年
十
一
月
奥
書
）
↓
B

⑬
『
夢
跡
一
紙
j

（
永
享
四
年
九
月
奥
書
）
↓
E

⑳
『
却
来
華
』
（
永
享
五
年
―
―
一
月
奥
書
）
↓
B

⑮
『
金
島
書
」
（
永
享
八
年
二
月
奥
書
）
↓
E

あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
観
世
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
か
伝

わ
っ
て
い
る
世
阿
弥
の
芸
論
は
、

A
世
阿
弥
の
自
筆
本
が
三
点
（
①
‘
②
、
③
)
、

B
宗
節
、
元
尚
に
よ
る
越
智
観
世
家
伝
来
本
か
ら
の
転
写
本
が
十
点
（
④
‘

⑨
、
⑩
、
⑫
、
⑬
、
⑭
、
⑲
、
⑳
、
⑫
、
⑳
)
、

C
近
世
初
期
以
前
の
古
写
本
が

五
点
（
⑤
‘
⑦
、
⑪
、
⑯
、
⑳
)
、

D
江
戸
中
期
頃
の
写
本
が
二
点
（
⑥
‘
⑧
)

と
な
り
、

E
観
世
家
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
五
点
（
⑮
‘
⑰
、
⑱
、
⑬
、
⑮
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
観
世
家
は
天
文
十
一
年
(
-
五
四
二
）
に
装
束
を
ほ
と
ん
ど

失
う
大
火
に
あ
っ
て
お
り
（
『
多
聞
院
日
記
」
）
、
そ
の
お
り
に
そ
れ
ま
で
所
蔵

し
て
い
た
伝
来
の
伝
書
類
も
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
表
章
氏
「
観
世
流
史
参
究
⑭
七
世
観
世
大
夫
元
忠
（
宗
節
）
の
周
辺
」
『
観
世
』

平
成
十
二
年
五
月
、
「
観
世
流
史
参
究
」
所
収
）
。
世
阿
弥
自
筆
の
A
の
三
点
に
は
、

い
ず
れ
も
周
囲
に
火
災
で
焼
け
た
あ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
火
災
の

お
り
に
同
家
伝
来
の
貴
重
な
伝
書
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
も
の
が
か
ろ

う
じ
て
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
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が
っ
て
、
右
の
整
理
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
天
文
十
一
年
以
降
の
観
世
家

に
お
け
る
世
阿
弥
伝
書
の
伝
存
状
況
で
あ
っ
て
、
三
郎
元
重
以
来
の
そ
れ

と
は
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
天
文
十
一
年
以
前
の
観
世

家
に
お
け
る
世
阿
弥
伝
書
の
伝
存
状
況
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
が
、

少
な
く
と
も
、
世
阿
弥
自
箪
の
芸
論
に
つ
い
て
は
、
天
文
十
一
年
の
火
災

以
前
か
ら
観
世
家
に
伝
襲
さ
れ
て
い
た
の
は
①
、
②
、
③
の
三
点
だ
け
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
天
文
の
火
災
の
さ
い
に
は
、
貴
重
書
と

し
て
一
括
保
管
さ
れ
て
い
た
世
阿
弥
の
自
筆
本
は
す
べ
て
搬
出
さ
れ
た
ろ
う
と
い
う
こ

と
）
。
自
筆
本
以
外
で
は
、
⑤
と
⑦
が
延
徳
一
＿
一
年
(
-
四
九
一
）
以
前
に
観
世

大
夫
家
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
表
章
氏
「
太
鼓

観
世
本
『
風
姿
花
伝
」
に
つ
い
て
ー
「
風
姿
花
伝
」
伝
本
考
ー
」
「
能
楽
史
新
考

(

l

)

』
、
「
〔
観
世
本
風
姿
花
伝
〕
解
題
」
『
花
伝
』
四
号
）
、
そ
れ
以
外
は
、
天
文
以

前
の
観
世
家
に
ど
の
よ
う
な
芸
論
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
は
今
と
な
っ
て
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
整
理
は
そ
れ
な
り
に
世
阿
弥
と
三

郎
元
重
の
関
係
を
考
え
る
場
合
の
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う

に
思
う
。
そ
の
場
合
、
な
ん
と
い
っ
て
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
世
阿
弥
自
筆
の
芸
論
三
点
（
①
‘
②
、
③
)
の
存
在
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
②
の
『
別
紙
口
伝
』
は
④
の
奥
書
（
後
掲
）
か
ら
世
阿
弥

の
弟
四
郎
、
つ
ま
り
―
―
一
郎
元
重
の
父
に
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
、
①
の
「
花
修
』
は
た
ぶ
ん
そ
れ
以
前
に
や
は
り
四
郎
に
相
伝
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
②
は
「
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
、
①
は
「
花
伝
第
六
別
紙

口
伝
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
相
伝
の
順
序
は
第
六
た
る
①
が
先
行
す
る
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
る
）
。
ま
た
、
③
の
応
永
二
十
五
年
二
月
の
奥
書
が
あ
る
「
花
習
内

抜
書
j

は
四
郎
か
当
時
二
十
一
歳
の
三
郎
元
重
の
い
ず
れ
か
に
与
え
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
世
阿
弥
が
三
郎
元
重

を
後
継
者
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
現
在
の

観
世
家
に
お
け
る
世
阿
弥
自
筆
の
芸
論
の
存
在
は
、
そ
の
時
期
の
世
阿
弥

と
三
郎
元
重
の
関
係
が
円
満
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
少
な
く
と
も
応
永
二
十
五
年
二
月
ま
で
は
円

満
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
世
阿
弥
が
出
家
し
て
、
観
世
家
の
家
督
を
十
郎

元
雅
に
譲
っ
た
の
は
応
永
二
十
九
年
の
は
じ
め
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

四
年
前
こ
ろ
ま
で
は
、
世
阿
弥
は
三
郎
元
重
を
後
継
者
と
考
え
て
い
た
わ

け
で
、
二
人
の
関
係
は
ま
だ
円
満
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
‘
―
―
―

郎
元
重
は
二
十
一
歳
、
十
郎
元
雅
は
そ
れ
よ
り
何
歳
か
年
下
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
い
つ
か
ら
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
も
の
に

な
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
右
に
整
理
し
た
世
阿
弥
伝
書
の
伝
存
状

況
か
ら
は
確
た
る
手
が
か
り
は
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
点
は
、
④
の
応
永

二
十
五
年
(
-
四
一
八
）
の
年
記
が
あ
る
元
次
相
伝
本
『
別
紙
口
伝
l

の
奥

書
に
有
力
な
手
が
か
り
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
か
か
げ
よ
う
。

一
、
此
別
紙
ノ
ロ
伝
、
当
芸
二
於
イ
テ
、
家
ノ
大
事
、
一
代
一
人
ノ

相
伝
ナ
リ
。
タ
ト
イ
一
子
タ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
無
器
量
ノ
者
ニ
ハ
伝

フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
「
家
、
々
ニ
ア
ラ
ズ
。
継
グ
ヲ
以
テ
家
ト
ス
。
人
、
々

ニ
ア
ラ
ズ
、
知
ル
ヲ
以
テ
人
ト
ス
」
卜
言
ヱ
リ
。
コ
レ
、
万
徳
了
達

ノ
妙
花
ヲ
極
ム
ル
所
ナ
ル
ベ
シ
。
〔
甲
〕
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こ
れ
が
元
次
相
伝
本
「
別
紙
口
伝
j

の
奥
書
部
分
で
あ
る
が
、
乙
が
元

次
（
元
雅
の
前
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
へ
の
相
伝
の
旨
を
記
し
た
奥
書
で
あ

る
。
一
方
、
そ
の
前
に
お
か
れ
た
甲
も
、
内
容
、
形
態
と
も
奥
書
ふ
う
で

あ
り
、
奥
書
が
一
―
つ
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
②
の
四
郎
相
伝
本
の
奥
書
か
と
思
わ
れ
る
（
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言
II
〔能

楽
の
伝
書
と
芸
論
〕
」
で
は
②
に
は
甲
と
同
内
容
の
跛
文
が
あ
っ
た
ろ
う
と
す
る
）
。
＠

の
四
郎
相
伝
本
は
末
尾
が
欠
失
し
て
い
て
、
そ
の
点
の
確
認
は
で
き
な
い

が
、
甲
の
「
タ
ト
イ
一
子
タ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
無
器
量
ノ
者
ニ
ハ
伝
フ
ベ

カ
ラ
ズ
。
「
家
、
々
ニ
ア
ラ
ズ
。
継
グ
ヲ
以
テ
家
ト
ス
。
人
、
々
ニ
ア
ラ

ズ
…
」
」
に
は
、
「
一
代
一
人
ノ
相
伝
」
で
あ
る
②
を
「
一
子
」
で
は
な
い

弟
四
郎
に
相
伝
し
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
く
、
こ
れ
が
②

の
奥
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
瑞
的
に
裏
付
け
て
い
る
（
②
が
四
郎
に
相
伝
さ
れ
た

の
は
、
三
郎
元
重
が
ま
だ
若
年
だ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
、
四
郎
へ
の
相
伝
は
す
な
わ
ち

三
郎
元
重
へ
の
相
伝
と
み
て
よ
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
）
。
そ
の
②
に
改

訂
を
施
し
て
元
次
（
元
雅
）
に
与
え
る
に
さ
い
し
て
加
え
ら
れ
た
の
が
乙

な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
奥
書
が
二
つ
あ
る
よ
う

な
④
の
奥
書
部
分
の
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
甲
、
乙
二
種
の
奥

書
か
ら
、
応
永
二
十
五
年
に
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
関
係
に
微
妙
な
、

し
か
し
重
大
な
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

世
〔
花
押
〕
〔
乙
〕

一
、
此
別
紙
条
々
、
先
年
弟
四
郎
相
伝
ス
ル
ト
云
ヘ
ド
モ
、
元
次
芸

能
感
人
タ
ル
ニ
ョ
テ
、
是
ヲ
又
伝
所
也
。
秘
伝
々
々
。

応
永
廿
五
年
六
月
一
日

す
な
わ
ち
、
甲
で
は
こ
の
『
別
紙
口
伝
』
は
「
一
代
一
人
ノ
相
伝
」
で

あ
り
、
た
と
え
「
一
子
」
で
あ
っ
て
も
「
無
器
量
ノ
者
」
に
は
伝
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
そ
の
秘
伝
と
し
て
の
重
さ
と
、
芸
の
継
承
に
お
い
て

は
血
統
よ
り
芸
を
重
視
す
る
姿
勢
を
高
ら
か
に
宜
言
し
て
い
る
の
だ
が
、

乙
で
は
、
「
一
代
一
人
ノ
相
伝
」
と
い
う
鉄
則
を
破
っ
て
、
『
別
紙
口
伝
j

を
元
次
（
元
雅
）
に
も
伝
え
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
乙
の
文

言
は
、
掲
出
の
よ
う
に
、
「
先
年
弟
四
郎
相
伝
ス
ル
ト
云
ヘ
ド
モ
、
元
次

芸
能
感
人
タ
ル
ニ
ヨ
テ
」
と
、
元
次
（
元
雅
）
が
役
者
と
し
て
優
秀
だ
か

ら
だ
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
直
前
に
あ
る
甲
と
並
べ
て
み
る
と
、
乙
が
き

わ
め
て
弁
解
じ
み
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
甲
、

乙
二
つ
の
、
矛
盾
と
も
い
え
る
奥
書
は
、
家
督
継
承
を
め
ぐ
る
世
阿
弥
の

方
針
に
微
妙
な
、
し
か
し
重
大
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

要
す
る
に
、
甲
の
時
点
（
応
氷
十
年
代
の
後
半
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
で
は

三
郎
元
重
を
後
継
者
と
定
め
て
い
た
世
阿
弥
だ
が
、
応
永
二
十
五
年
六
月

の
乙
の
時
点
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
大
な
変
化
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
三
郎
元
重
を
養
子
に
迎
え
た
あ
と
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
実
子
の

元
雅
が
、
「
芸
能
感
人
」
た
る
役
者
に
成
長
し
て
き
て
い
た
と
い
う
事
情

で
あ
ろ
う
（
こ
の
と
き
の
元
雅
は
十
代
後
半
と
考
え
ら
れ
る
）
。
も
っ
と
も
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
は
乙
の
わ
ず
か
四
カ
月
前
に
、
『
花
習
内

抜
書
」
を
四
郎
か
三
郎
元
重
に
相
伝
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
阿
弥

が
乙
の
奥
書
を
も
つ
④
の
『
別
紙
口
伝
』
を
元
雅
に
相
伝
し
た
こ
と
を
も
っ
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て
、
自
身
の
後
継
者
を
―
―
一
郎
元
重
か
ら
元
雅
へ
と
転
換
さ
せ
た
と
ま
で
は

言
え
な
い
と
は
思
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
転
換
の
兆
し
が
4
の
元
雅

へ
の
相
伝
に
う
か
が
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
世
阿
弥
と
―
―
―

郎
元
重
と
の
軋
礫
の
始
期
は
応
永
二
十
五
年
六
月
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
の
後
、
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
忌
避
は
し
だ
い
に
強
い
も
の
と

な
り
、
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
な
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
そ
の
芸
論
に

書
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
応
永
二
十
九
年

の
は
じ
め
こ
ろ
の
出
家
と
同
時
に
観
世
大
夫
を
元
雅
に
譲
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
の
関
係
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
も
の
に
な
っ

た
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
永
享
元
年
(
-
四
二
九
）

以
降
の
将
軍
義
教
の
後
援
以
降
と
す
る
の
が
従
来
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ

の
根
拠
と
し
て
は
、
応
永
二
十
九
年
(
-
四
ニ
―
-
）
と
同
一
二
十
一
年
(
-
四
二
四
）

の
醍
醐
寺
清
瀧
宮
の
祭
礼
能
に
お
い
て
、
世
阿
弥
が
三
郎
元
重
の
後
見
役

を
勤
め
た
り
、
三
郎
元
重
と
と
も
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
祭
礼
能
へ
の
一
座
は
か
な
ら
ず
し
も
両
者
の
関
係

が
円
満
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
い
え
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
応
永

三
十
四
年
の
薪
能
で
も
元
雅
と
元
重
は
観
世
座
の
一
員
と
し
て
参
勤
し
て

い
る
が
（
『
応
永
三
十
四
年
能
番
組
」
）
、
こ
れ
ら
は
観
世
座
と
し
て
の
公
的
な

活
動
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
、
両
者
の
関
係
が
良
好
だ
っ
た
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
世
阿
弥
が
元
雅
を
後
継
者
と
し
て
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
応
永
二
十
五
年
(
-
四
一
八
）
六
月
以
降
は
、

四
郎
と
三
郎
元
重
は
以
後
世
阿
弥
が
次
々
と
執
筆
し
た
芸
論
を
相
伝
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
整
理
し
た
観

世
家
に
お
け
る
世
阿
弥
の
芸
論
の
伝
存
状
況
は
、
あ
く
ま
で
も
天
文
十
一

年
の
火
災
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
①
、
②
、
③
の
ほ
か
に
、

世
阿
弥
が
四
郎
父
子
に
芸
論
を
相
伝
し
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
延
徳
三
年

（
一
四
九
一
）
以
前
に
観
枇
家
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
、
合
綴
さ
れ
た
⑤

の
五
巻
本
「
風
姿
花
伝
」
と
⑦
の
『
音
曲
口
伝
」
（
応
永
二
十
六
年
六
月
奥
書
）

く
ら
い
で
あ
る
。
⑤
と
⑦
は
十
六
世
紀
初
頭
頃
の
古
写
本
か
と
さ
れ
（
表

章
氏
「
観
世
本
『
風
姿
花
伝
j

解
題
」
『
花
伝
』

4
号
）
、
そ
の
転
写
本
で
あ
る
太

鼓
観
世
家
本
に
「
観
世
大
夫
元
重
代
々
相
伝
之
秘
書
也
」
と
あ
る
か
ら
、

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
祖
本
は
世
阿
弥
か
ら
直
接
相
伝
さ
れ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
（
か
つ
て
は
「
観
世
宗
家
所
蔵
文
書
目
録
』
が
そ
う
し

た
見
解
を
提
示
し
て
い
た
）
、
R
は
応
永
―
一
十
年
代
後
半
頃
に
改
訂
増
補
さ
れ

た
五
巻
本
『
風
姿
花
伝
』
で
あ
り
、
⑦
は
応
永
二
十
六
年
六
月
の
奥
書
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
応
永
二
十
五
年
に
一
代
一
人
の
相
伝
と
い
う
鉄
則
を

破
っ
て
『
別
紙
口
伝
』
を
元
次
（
元
雅
）
に
相
伝
し
た
以
後
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
本
節
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
⑤
と
⑦
を
世
阿
弥
か
ら
直
接
相

伝
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
は
無
理
か
と
思
わ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
、
⑤
に

は
三
郎
元
重
を
念
頭
に
お
い
た
と
思
わ
れ
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
三

カ
所
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
⑤
と
⑦
の

祖
本
は
四
郎
父
子
が
世
阿
弥
か
ら
直
接
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
三

郎
元
重
が
観
世
大
夫
だ
っ
た
時
代
に
他
所
所
蔵
の
も
の
を
写
す
な
ど
し
て
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こ
れ
ま
で
は
、
世
阿
弥
の
芸
論
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
、

じ
つ
は
三
郎
元
重
に
た
い
す
る
忌
避
の
表
明
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
観
世

家
に
お
け
る
世
阿
弥
の
芸
論
の
伝
存
状
況
や
元
次
相
伝
本
「
別
紙
口
伝
j

四
観
世
家
に
伝
わ
る
世
阿
弥
能
本
の
伝
来
を
め
ぐ
っ
て

観
世
家
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
と
思
う
（
『
花
伝
』
の
「
解
題
」

に
よ
れ
ば
、
表
章
氏
も
現
在
は
⑤
と
⑦
は
十
六
惟
紀
初
頭
頃
に
観
世
家
に
入
っ
た
も
の

と
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
。
な
お
、
⑦
は
世
阿
弥
の
芸
論
の
う
ち
で

も
と
り
わ
け
伝
本
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
合
綴
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
⑤
と
⑦
の
祖
本
が
世
阿
弥
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
他
所
か
ら
観
世
家
に
入
っ
た
こ
と
の
支
証
と
な
ろ
う
か
。

以
上
、
観
世
家
に
伝
存
も
し
く
は
伝
存
し
て
い
た
芸
論
を
も
と
に
、
世

阿
弥
と
三
郎
元
重
の
関
係
を
考
え
て
み
た
が
、
世
阿
弥
の
芸
論
の
伝
存
状

況
は
ま
た
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
阿
弥
と
禅
竹
の
関
係
を
伝
え

る
資
料
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑰
の
「
六
義
」
と
⑱
の
「
拾
玉
得
花
』

は
世
阿
弥
が
禅
竹
に
相
伝
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
芸
論
だ
が
、
こ
の
両
書

は
観
世
家
に
は
伝
わ
っ
て
い
ず
、
一
方
、
金
春
家
に
は
明
治
ま
で
伝
わ
っ

て
い
た
。
世
阿
弥
の
署
名
と
花
押
を
有
す
る
本
（
『
六
義
』
）
と
、
近
世
初
期

の
転
写
本
（
『
拾
玉
得
花
』
、
親
本
は
禅
竹
自
筆
の
本
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
世
阿
弥
と
禅
竹
の
親
密
な
師
弟
関
係
を
示
す
も
の
だ
が
、
同
時
に
、

こ
の
時
期
に
お
け
る
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
疎
遠
な
関
係
を
間
接
的
な

が
ら
示
唆
し
て
も
い
よ
う
。

の
奥
書
な
ど
か
ら
検
証
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
私
見
が

認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
な
お
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
観
世
家
に
伝
わ
る
世
阿
弥
自
箪
能
本
の
存
在
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
現
在
、
世
阿
弥
の
自
筆
の
能
本
は
そ
の
臨
摸
本
一
点

も
ふ
く
め
て
九
点
が
生
駒
宝
山
寺
と
観
世
家
に
伝
存
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
宝
山
寺
に
は
、
《
盛
久
》
（
応
永
一
二
十
年
八
月
奥
書
）
、
《
多
度
津
左
衛
門
》
（
応

永
三
十
一
年
正
月
奥
書
）
、
《
江
口
》
（
応
水
三
十
一
年
九
月
奥
書
）
、
《
雲
林
院
》
（
応

永
―
―
-
+
＿
＿
一
年
十
一
月
奥
書
）
、
《
蒻
法
師
》
（
近
世
の
臨
摸
本
。
正
長
二
年
奥
書
）
、
《
柏
[

崎
》
（
年
記
な
し
）
の
五
点
が
、
観
世
家
に
は
、
《
難
波
梅
》
（
応
水
二
十
年
七

月
奥
書
。
応
水
二
十
年
は
二
十
一
年
の
誤
り
ら
し
い
）
、
《
松
浦
》
（
応
永
三
十
四
年
十

月
奥
書
）
、
《
阿
古
屋
松
》
（
応
永
―
―
―
十
四
年
十
一
月
奥
書
）
、
《
布
留
》
（
応
永

三
十
五
年
二
月
奥
書
）
の
四
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
前
節
ま
で
に
披
泄
し
た
私
見
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
の
は
、

観
世
家
に
伝
わ
る
世
阿
弥
自
筆
能
本
の
う
ち
、
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
の
関

係
が
良
好
だ
っ
た
時
期
の
奥
書
年
記
を
も
つ
《
難
波
梅
》
は
別
と
し
て
、
《
松

浦
》
と
《
阿
古
屋
松
》
に
付
さ
れ
た
年
記
が
応
永
三
十
四
年
(
-
四
二
七
）
で
、

《
布
留
》
に
付
さ
れ
た
年
記
が
応
永
三
十
五
年
（
正
長
元
年
）
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
観
世
家
に
伝
わ
る
世
阿
弥
の
自
筆
能
本
は
、

観
世
家
伝
来
と
い
う
こ
と
か
ら
、
従
来
は
世
阿
弥
が
弟
の
四
郎
に
与
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
世
阿
弥
と
四
郎
父
子
の
関

係
は
応
永
三
十
四
、
五
年
頃
ま
で
は
険
悪
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

示
す
根
拠
と
も
漠
然
と
だ
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
応
永
三
十
四
、
五
年
と
い
え
ば
、
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世
阿
弥
が
応
永
二
十
五
年
六
月
に
一
代
一
人
の
相
伝
と
い
う
鉄
則
を
破
っ

て
元
次
（
元
雅
）
に
『
別
紙
口
伝
」
を
相
伝
し
て
、
元
雅
を
後
継
者
と
し

て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
十
年
も
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
世
阿

弥
が
三
郎
元
重
へ
の
忌
避
の
感
情
を
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
し
て
そ
の

芸
論
上
に
表
明
し
た
と
思
わ
れ
る
時
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
時
期
に
世
阿
弥
が
四
郎
も
し
く
は
三
郎
元
重
に
自
筆
の
能
本
を
与
え
て

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
論
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
の
自
筆
に
な
る
《
松
浦
》
《
阿
古
屋
松
》
《
布

留
》
三
曲
の
能
本
を
四
郎
な
り
三
郎
元
重
な
り
が
世
阿
弥
か
ら
直
接
相
伝

さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
が
ま
ず
問
題
と
な
ろ
う
。
か
り
に
、
こ
れ
ら
が
世

阿
弥
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
前
節
ま
で
に
披
湿
し
た

私
見
は
も
ち
ろ
ん
見
直
し
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
こ
の
三
曲

の
能
本
は
三
郎
元
重
で
は
な
く
、
四
郎
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
み
る
場
合
と
、

三
郎
元
重
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
み
る
場
合
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
ろ
う
。

前
者
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
世
阿
弥
は
三
郎
元
重
と
は
険
悪
な
関
係
に
あ
っ

た
が
、
四
郎
と
は
そ
れ
な
り
に
友
好
的
な
関
係
を
維
持
し
て
お
り
、
芸
論

は
と
も
か
く
、
能
本
な
ら
与
え
る
く
ら
い
の
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
私
見
に
は
根
本
的
な
見
直
し
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
こ
れ
ら
が
世
阿
弥
か
ら
四
郎
父
子
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

世
阿
弥
没
後
の
あ
る
時
期
に
観
世
家
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
（
こ
れ
ら
の
自
筆
能
本
は
十
五
世
元
章
の
時
代
に
観
世
家
に
あ
っ
た
こ
と

は
確
実
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
不
明
な
の
で
あ
る
）
。
~
に
、
こ
の
一
二
曲
に
相

伝
者
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
が
世
阿
弥
か
ら
四
郎
父

子
に
直
接
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
一
抹
の
危
惧
が
表
明
さ
れ
て
も
い

る
（
「
観
世
宗
家
所
蔵
文
書
且
録
」
）
。
か
り
に
、
こ
の
三
曲
の
能
本
が
世
阿
弥

後
の
あ
る
時
期
に
他
所
か
ら
観
世
家
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

れ
ま
で
の
私
見
と
の
あ
い
だ
に
麒
話
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
世
阿
弥
が
金
春
禅
竹
に
相
伝
し
た
自
筆
能
本
を
み
る
と
、
現
存
五

点
の
う
ち
、
被
相
伝
者
た
る
金
春
禅
竹
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
《
江

口
》
と
《
柏
崎
》
の
二
曲
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
被
相
伝
者
名
の
有
無
は
こ

の
問
題
の
決
定
的
な
根
拠
と
は
な
る
ま
い
（
な
お
、
宝
山
寺
の
久
次
筆
の
《
知
章
》

に
も
「
コ
ン
ハ
ル
大
夫
殿
」
の
宛
名
が
あ
る
）
。
あ
る
い
は
ま
た
、
問
題
の
自
筆

能
本
三
点
に
は
、
世
阿
弥
自
鉦
の
『
花
修
』
『
別
紙
口
伝
l

『
花
習
内
抜
書
j

に
あ
る
焼
け
焦
げ
の
跡
が
な
い
か
ら
、
天
文
十
一
年
の
火
災
以
後
に
観
世

家
に
入
っ
た
と
の
推
測
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
室
町
時
代
の
観
世
家

に
お
い
て
、
世
阿
弥
の
自
筆
能
本
が
世
阿
弥
の
自
筆
の
芸
論
と
同
じ
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
こ
れ
も
有
効
な
根
拠
と
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
数
は
少
な
い
が
、
現
在
の
観
世
家
に
は
、

天
文
以
前
の
謡
本
や
文
書
も
伝
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
現
在
の
観
世
家
に
は
、

E

申
楽
談
儀
』
―
-
+
―
一
条
「
面
の
事
」

に
見
え
る
白
式
の
翁
面
や
小
癒
見
に
あ
た
る
か
と
さ
れ
て
い
る
古
面
が
伝

存
し
、
南
北
朝
時
代
以
前
の
猿
楽
が
か
か
わ
っ
て
い
た
方
堅
と
い
う
呪
法

に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
黒
鬼
、
赤
鬼
の
一
対
の
鬼
面
が
伝
存
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
越
智
観
世
家
伝
来
品
で
あ
る
こ
と
も
考
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え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
世
阿
弥
自
筆
能
本
三
点
が
、
た
と
え

ば
越
智
観
世
家
再
典
後
に
観
世
家
に
入
っ
た
と
考
え
る
場
合
の
類
例
と
も

な
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
現
時
点
で
は
、
た
ん
な

る
想
像
以
外
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
決
定
的
な
結

論
を
出
し
が
た
い
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
に
観
世
家
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
点
を
重
く
み
て
、
三
点
の
世
阿
弥
自
筆
能
本
は
世
阿
弥
か
ら
贈
ら

れ
た
も
の
と
み
て
お
く
の
が
、
無
難
な
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
三
点
の
世
阿
弥
自
筆
能
本
の
伝
来
に
つ
い
て
だ
け
を
考
え
た
場
合

で
あ
っ
て
、
前
節
ま
で
の
検
討
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
応
永
二
十
年
代
後

半
頃
の
芸
論
に
記
し
た
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
が
一
＿
一
郎
元
重
に
た
い
す
る

忌
避
表
明
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
問
題
の

三
点
の
能
本
は
最
初
は
四
郎
父
子
以
外
の
人
物
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、

世
阿
弥
没
後
の
あ
る
時
期
に
観
世
家
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
も

仮
定
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
想
定
し
う
る
そ
の
経
緯
を
記
し
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

ま
ず
、
問
題
の
三
点
の
自
筆
能
本
の
相
伝
対
象
で
あ
る
が
、
四
郎
父
子

以
外
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
元
雅
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
金
春
禅
竹
に

相
伝
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
、
生
駒
宝
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
金
春
家

旧
伝
文
書
中
の
世
阿
弥
自
筆
能
本
の
う
ち
に
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

世
阿
弥
が
禅
竹
に
相
伝
し
た
能
本
の
目
録
で
あ
る
「
能
本
―
―
―
十
五
番
目
録
』

に
所
見
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
想
起
さ
れ
る
の
が
、

「
申
楽
談
儀
」
十
四
条
に
み
え
る
「
遺
物
の
十
番
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

世
阿
弥
が
だ
れ
か
へ
の
遺
物
（
贈
り
物
）
の
た
め
に
書
い
た
十
番
の
曲
で
、

「
能
、
音
曲
、
わ
が
一
流
の
本
風
た
る
べ
き
」
も
の
だ
と
い
う
（
「
本
風
」
は

基
本
曲
の
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
）
。
ま
た
、
同
条
で
は
、
こ
の
十
番
を
一
通
り

し
て
、
「
中
年
寄
り
て
」
（
四
十
歳
こ
ろ
に
な
っ
て
）
か
ら
元
雅
が
演
じ
る
べ

き
能
と
し
て
、
現
在
は
散
侠
し
て
い
る
《
石
河
の
女
郎
の
能
》
を
あ
げ
て

も
い
る
。
こ
の
「
遺
物
の
十
番
」
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
の
十
曲
ら
し
い
が
、

曲
名
不
明
。
世
阿
弥
が
作
り
、
観
世
大
夫
を
嗣
い
だ
元
雅
に
贈
っ
た
能
か
」

（
「
世
阿
弥
禅
竹
j

)

と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
す
れ
ば
、
観
世
家
に
伝
わ
る
応

永
三
十
四
年
(
-
四
二
七
）
と
同
一
二
十
五
年
の
年
記
が
あ
る
世
阿
弥
自
筆
能

本
三
点
が
そ
の
「
遺
物
の
十
番
」
の
う
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら

れ
る
か
と
思
う
。
『
申
楽
談
儀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
番
は
「
中
年
寄
る
」

前
に
演
じ
る
べ
き
基
本
的
な
能
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
観
世
大

夫
を
嗣
い
だ
時
期
の
元
雅
に
贈
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
能
で
あ
る
。
か
く

て
、
自
筆
能
本
三
点
が
四
郎
父
子
に
贈
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
元
雅
に

相
伝
さ
れ
た
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う

し
て
自
筆
本
三
点
が
元
雅
に
贈
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
元
雅
没
後
は
越
智
観

世
家
に
伝
襲
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
観
世
家
に
移
さ
れ
る
時
期

と
し
て
は
、
越
智
観
世
家
を
再
興
し
た
宗
節
の
長
兄
十
郎
大
夫
の
生
前
、

そ
の
十
郎
大
夫
の
没
後
、
世
阿
弥
の
芸
論
が
徳
川
家
康
に
献
上
さ
れ
た
さ

い
、
あ
る
い
は
家
康
に
献
上
さ
れ
た
越
智
観
世
家
伝
来
本
の
う
ち
の
世
阿

弥
の
芸
論
を
宗
節
が
書
写
の
た
め
借
覧
し
た
さ
い
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
の
う
ち
で
は
、
宗
節
の
長
兄
が
越
智
観
世
家
を
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再
興
し
た
時
期
が
も
っ
と
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

ま
た
、

問
題
の
枇
阿
弥
自
筆
能
本
―
―
―
本
は
、
わ
ず
か
四
カ
月
と
い
う
近

接
し
た
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
節
付
が
朱
で
あ
る
な
ど
書

式
が
同
一
で
あ
る
が
、
三
本
と
も
曲
名
の
下
に
、
「
広
精
風
之
曲
」
（
《
松
浦
》
）
、

「
浅
文
風
之
曲
」
（
《
阿
古
屋
松
》
）
、
「
正
花
風
曲
」
（
《
布
留
》
）
の
朱
の
注
記
が

あ
る
こ
と
で
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
広
精
風
」
「
浅
文
風
」

「
正
花
風
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
世
阿
弥
の
著
述
に
な
る
「
九
位
」
に

説
か
れ
て
い
る
芸
位
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
曲
の
位
に
転
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
注
記
に
つ
い
て
は
後
人
の
書
き
入
れ
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
『
世

阿
弥
自
筆
能
本
集
』
解
題
。
そ
の
根
拠
は
築
跡
ら
し
い
）
、
筆
平
臼
は
、
『
世
阿
弥

十
六
部
集
評
釈
j

や
『
観
世
宗
家
所
蔵
文
書
目
録
』
が
い
う
よ
う
に
、
九

位
の
そ
う
し
た
用
法
は
『
申
楽
談
儀
』
十
四
条
に
も
み
え
て
お
り
、
注
記

の
箪
跡
も
世
阿
弥
ら
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
注
記
は
世
阿
弥
自
身
の
も

の
と
認
め
て
よ
い
か
と
思
う
（
禅
竹
が
「
歌
舞
髄
脳
記
』
で
九
位
を
作
品
の
等
級

と
し
て
用
い
て
い
る
の
も
、
自
筆
能
本
＝

l

-

点
な
ど
に
う
か
が
え
る
世
阿
弥
の
発
想
の
継

承
で
あ
ろ
う
）
。

さ
て
、
こ
の
三
点
の
自
筆
能
本
が
元
雅
か
ら
越
智
観
世
家
に
伝
わ
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
定
に
立
っ
た
場
合
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が

い
ず
れ
も
中
三
位
の
位
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
九
位
j

の
「
九
位
習
道

の
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
中
三
位
は
「
二
曲
よ
り
三
体
に
至
る
位
」
で
あ
っ
て
、

上
三
花
に
到
達
で
き
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
境
目
だ
と
い
う
。
こ
の
中
三

位
の
レ
ベ
ル
は
『
風
姿
花
伝
』
「
第
一
年
来
稽
古
条
々
」
で
い
え
ば

「
二
十
四
、
五
」
か
ら
「
三
十
四
、
五
」
の
あ
い
だ
あ
た
り
に
あ
た
る
位
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
筆
能
本
の
年
記
で
あ
る
応
永
三
十
四
、
五
年
当

時
、
二
十
代
後
半
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
元
雅
の
年
齢
と
も
重
な
る
し
、
ま

た
、
先
述
の
「
わ
が
一
流
の
本
風
」
で
あ
る
「
遺
物
の
十
番
」
の
位
置
づ

け
に
も
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
「
遺

物
の
十
番
」
は
い
ず
れ
も
中
三
位
の
作
品
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
）
。
世
阿
弥
に

よ
れ
ば
、
元
雅
は
こ
の
後
、
「
道
の
奥
義
を
極
め
尽
く
す
」
と
い
う
芸
位

に
ま
で
到
達
し
て
い
る
が
（
「
却
来
花
」
）
、
三
点
の
自
筆
能
本
に
記
さ
れ
て
い

る
芸
位
が
い
ず
れ
も
中
三
位
の
位
で
あ
る
事
実
は
、
問
題
の
自
筆
能
本
三

点
が
元
雅
に
相
伝
さ
れ
た
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
お
お
い
に
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
現
在
観
世
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
世
阿
弥
の
自
筆
能
本
三
点
が
世

阿
弥
か
ら
四
郎
父
子
に
直
接
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
の
仮
定
に

立
っ
て
、
そ
れ
が
観
世
家
の
蔵
架
に
加
わ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
あ

り
う
る
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
た
。
論
文
と
し
て
は
い
さ
さ
か
想
像
に
走
り

す
ぎ
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
現
在
観
世
家
に
あ
る
自
筆
能
本
三
点
に
つ
い

て
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
能
本
の
相
伝
は
芸
論
の
相
伝

と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
も
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

48 



世
阿
弥
の
三
郎
元
璽
忌
避
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
こ
れ
ま
で
は
、
そ
の

背
景
を
も
っ
ぱ
ら
三
郎
元
重
が
後
継
者
た
る
嫡
子
元
雅
の
地
位
を
脅
か
す

存
在
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
き
た
。
か
つ
て
は
三
郎
元
重
を
後
継
者
と
決

め
て
い
た
世
阿
弥
で
あ
る
が
、
応
永
二
十
五
年
六
月
に
『
別
紙
口
伝
』
を

元
雅
に
相
伝
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
は
家
を
譲
る
つ
も
り
で
い
た
|
|
＇

そ
の
約
束
を
し
て
い
た
|
|
＇
三
郎
元
重
の
存
在
そ
の
も
の
を
し
だ
い
に
脅

威
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ろ
う
、
と
い
う
点
に
三
郎
元
重
忌
避
の

背
景
を
求
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
と
、
世
阿
弥
の

三
郎
元
重
忌
避
は
、
た
ん
な
る
「
わ
が
子
可
愛
さ
」
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
、

世
阿
弥
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
名
誉
で
は
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
世
阿
弥

と
い
え
ど
も
人
の
親
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
不
思
議
で
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
世
阿
弥
に
よ
る
三
郎
元
重
忌
避
に
は
、
た
ん
に
「
わ

が
子
可
愛
さ
」
と
い
う
「
心
の
闇
」
と
は
別
の
理
由
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
こ
の
節
で
は
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
の
だ
が
、
そ
の

別
の
理
由
と
は
、
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
と
の
芸
風
の
違
い
、
あ
る
い
は
役

者
と
し
て
の
資
質
の
違
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
阿
弥
と
三
郎
元
重

の
芸
風
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
一
祥
氏
「
音
阿
弥
の
芸
風
と
将

軍
義
教
」
（
「
観
世
l

昭
和
五
十
二
年
八
月
）
に
よ
る
論
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

三
郎
元
重
の
芸
風
を
彼
が
演
じ
た
能
や
彼
を
後
援
し
た
将
軍
義
教
の
好
み

な
ど
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

五
世
阿
弥
に
よ
る
元
重
忌
避
の
も
う
―
つ
の
背
景

以
上
の
資
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
音
阿
弥
は
、
観
阿
弥
•
宮

増
系
の
物
真
似
主
義
的
、
現
実
的
、
劇
的
傾
向
を
帯
び
た
作
品
や
、

榎
並
作
と
思
わ
れ
る
も
の
を
特
に
選
ん
で
演
じ
て
い
る
こ
と
、
世
阿

弥
作
と
思
わ
れ
る
曲
の
中
で
も
砕
動
風
の
典
型
、
軍
体
の
典
型
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
特
に
取
上
げ
て
い
る
こ
と
、
鬼
女
や
竜
神
の
登
場

す
る
曲
を
好
ん
で
演
じ
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

世
阿
弥
の
こ
と
ば
を
借
り
て
言
え
ば
、
音
阿
弥
の
好
ん
で
演
じ
た
も

の
は
「
強
き
能
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
右
に
掲
げ
た
記
録
は
、

音
阿
弥
晩
年
の
も
の
に
当
た
る
の
で
、
晩
年
に
至
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど

勇
猛
な
武
将
や
獅
子
を
好
ん
で
演
じ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
壮
年
期

は
一
層
こ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
榎
並
猿
楽
を
賞
翫
し
て
い
た
義
教

が
、
そ
の
大
夫
兄
弟
の
死
後
、
音
阿
弥
を
そ
れ
に
代
る
べ
き
も
の
と

し
て
見
出
し
た
理
由
は
、
榎
並
と
音
阿
弥
と
の
芸
風
の
共
通
点
に

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
冷
え
」
の

境
地
を
目
ざ
し
て
い
た
、
晩
年
の
世
阿
弥
の
芸
風
と
は
、
か
な
り
隔
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

三
郎
元
重
の
芸
風
に
つ
い
て
の
こ
の
把
握
は
、
ま
ず
は
妥
当
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
西
氏
の
稿
以
後
、
三
郎
元
重
が
南
都
で
《
虎
送
》
《
仏
原
》
《
自

然
居
士
》
《
通
小
町
》
《
松
山
鏡
》
の
五
番
を
演
じ
て
い
る
「
応
永
三
十
四

年
能
番
組
』
が
八
罵
幸
子
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
（
国
立
公
文
書

館
報
「
北
の
丸
」
―
―
―
十
二
号
、
平
成
十
一
年
）
、
そ
れ
を
加
え
て
も
、
西
氏
稿
が
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指
摘
す
る
三
郎
元
重
の
芸
風
は
変
わ
ら
な
い
。
筆
者
の
調
査
で
は
、
新
出

の
五
番
も
ふ
く
め
た
判
明
し
て
い
る
三
郎
元
重
の
所
演
曲
は
三
十
四
番
で
、

所
演
回
数
は
四
十
五
回
、
そ
の
四
十
五
回
の
う
ち
四
、
五
番
目
物
は

二
十
七
回
で
、
そ
れ
は
全
所
演
回
数
の
七
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
参

考
ま
で
に
、
三
郎
元
重
の
嗣
子
で
あ
る
観
世
家
四
世
の
又
三
郎
正
盛
の
場

合
を
記
す
と
、
現
在
判
明
し
て
い
る
又
三
郎
の
所
演
曲
は
一
―
-
+
―
―
一
番
で
、

所
演
回
数
は
三
十
七
回
、
う
ち
四
、
五
番
目
物
の
所
演
回
数
は
十
九
回
で
、

全
所
演
回
数
の
五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
以
上
は
も
ち
ろ
ん
た
ま
た

ま
知
ら
れ
て
い
る
演
目
を
も
と
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
最
晩
年
の

寛
正
五
年
に
三
日
に
わ
た
っ
て
催
さ
れ
た
礼
河
原
勧
進
能
で
、
《
那
郡
》
《
鵜

飼
》
《
山
姥
》
《
恋
重
荷
》
《
実
盛
》
《
放
下
僧
》
《
棉
原
》
と
い
っ
た
能
を

演
じ
、
そ
の
直
後
に
仙
洞
御
所
で
演
じ
た
《
舎
利
》
が
「
蔭
涼
軒
日
録
』

に
お
い
て
二
度
も
「
老
而
益
健
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

右
の
数
字
は
あ
る
て
い
ど
―
―
一
郎
元
重
の
芸
風
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し

て
よ
い
か
と
思
う
。

ま
た
、
西
氏
の
稿
で
は
、
三
郎
元
重
を
後
援
し
た
将
軍
義
教
が
非
世
阿

弥
的
な
三
郎
元
重
の
芸
を
好
ん
だ
と
も
し
て
、
右
の
引
用
の
あ
と
、
義
教

が
和
歌
に
お
い
て
も
世
阿
弥
的
な
冷
泉
派
よ
り
平
明
な
歌
風
の
二
条
派
を

好
ん
だ
こ
と
や
、
「
新
続
古
今
集
j

の
撰
進
に
さ
い
し
て
も
当
時
の
和
歌

宗
匠
で
あ
っ
た
冷
泉
為
之
を
無
視
し
た
こ
と
を
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る

が
、
義
教
の
好
み
と
三
郎
元
重
の
芸
風
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

そ
の
と
お
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
私
見
で
は
、
そ
の
よ
う
な
義
教

の
好
み
を
象
徴
的
に
伝
え
て
い
る
の
が
、
永
享
元
年
(
-
四
―
一
九
）
五
月
に

将
軍
義
教
の
三
条
坊
門
第
の
馬
場
で
催
さ
れ
た
、
三
郎
元
重
、
元
雅
の
「
観

世
大
夫
両
座
」
と
宝
生
大
夫
、
十
二
五
郎
ら
に
よ
る
立
合
能
に
お
い
て
、

三
郎
元
重
や
元
雅
に
よ
る
《
一
谷
先
陣
（
二
度
掛
）
》
（
現
在
は
廃
曲
）
が
「
多

武
峰
様
」
で
演
じ
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

多
武
峰
様
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
実
物
の
馬
や
甲
冑
を
用
い
て
の
野

外
能
で
、
新
作
能
競
演
の
慣
習
な
ど
と
と
も
に
古
い
歴
史
を
有
す
る
多
武

峰
維
摩
八
講
猿
楽
に
お
け
る
特
異
な
演
出
に
よ
る
能
の
こ
と
で
あ
る
。
現

在
、
多
武
峰
様
の
上
演
例
と
し
て
は
、
こ
の
永
享
元
年
の
催
し
を
は
じ
め

と
し
て
つ
ご
う
六
例
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
多
武
峰
で

の
上
演
で
は
な
く
、
将
軍
周
辺
に
お
け
る
上
演
例
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
多
武
峰
以
外
の
場
で
多
武
峰
様
の
演
出
で
能
が
上
演
さ
れ
た
の
は
、

こ
の
永
享
元
年
が
最
初
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
降
の
五
回
の
多
武

峰
様
で
の
上
演
は
、
義
教
が
は
じ
め
た
先
例
に
な
ら
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
義
教
は
永
享
六
年
に
も
来
朝
し
た
明
の
使
節
を
三
郎
元
重
の
多

武
峰
様
の
能
を
も
っ
て
も
て
な
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
多
武
峰
八
講
猿

楽
に
お
け
る
古
来
の
慣
習
だ
っ
た
こ
の
派
手
で
分
か
り
や
す
い
演
出
を
は

じ
め
て
多
武
峰
以
外
の
場
で
上
演
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
義
教
の
能
に
た
い

す
る
好
み
が
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
多
武
峰
様
の
能
が
上
演
さ
れ
た
永
享
元
年
の
演
目
に
も
、
義
教
の
好

み
が
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
お
り
、
多
武
峰
様
で
上
演
さ
れ
た
《
一
谷
先
陣
》
は
、
前
半
で
は

難
所
一
谷
に
陣
取
っ
た
平
家
を
背
後
の
鴨
越
か
ら
攻
略
し
よ
う
と
す
る
義

経
に
、
山
中
で
老
山
人
が
息
子
（
鷲
尾
三
郎
）
を
案
内
役
と
し
て
差
し
出
す
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こ
と
、
ま
た
そ
の
鷲
尾
親
子
の
別
れ
が
描
か
れ
、
後
半
で
は
、
一
谷
東
口

の
生
田
で
の
梶
原
父
子
の
勇
戦
が
描
か
れ
て
い
る
。
冨
芯
i

記
j

に
よ
れ
ば
、

こ
の
《
一
谷
先
陣
》
で
は
、
前
半
の
義
経
を
十
郎
元
雅
が
、
後
半
の
梶
原

景
季
を
三
郎
元
重
が
演
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
半
と
後
半
を
親
子
の

情
で
一
貫
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
、
能
ら
し
い
詩
的
な

情
緒
に
と
ほ
し
く
、
当
時
の
世
阿
弥
が
理
想
と
し
て
い
た
歌
舞
幽
玄
能
の

対
極
に
あ
る
作
品
で
あ
る
。
な
お
、
後
半
の
生
田
で
の
梶
原
父
子
の
勇
戦

の
場
面
が
き
わ
め
て
短
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
現
存
テ
キ
ス
ト
に
脱
落
が

あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
「
謡
曲
叢
書
』
）
。
《
一
谷
先
陣
》
に
は
室
町
期
に
ま

で
さ
か
の
ぽ
る
テ
キ
ス
ト
が
な
く
、
そ
の
可
能
性
も
あ
る
と
は
思
う
が
、

一
方
、
多
武
峰
様
の
場
合
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
作
品
の
ほ
う
が
向
い

て
も
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
、
現
存
の
詞
章
が
原
形
で
あ
っ
た
可
能
性
も

高
い
よ
う
に
思
う
。
あ
る
い
は
、
《

l

谷
先
陣
》
は
現
存
テ
キ
ス
ト
の
か

た
ち
で
こ
の
お
り
に
新
作
さ
れ
た
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。ま

た
、
こ
の
お
り
に
《
一
谷
先
陣
》
と
と
も
に
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
の
は
、
《
綾
織
》
（
現
在
の
《
呉
服
》
）
と
《
秦
始
皇
》
（
現
在
の
《
咸

陽
宮
》
）
（
「
建
内
記
j

に
よ
る
。
い
ず
れ
も
演
者
は
不
明
）
と
、
《
鵜
飼
》
（
「
申
楽
談
俄
」

十
一
条
に
よ
る
と
演
者
は
世
阿
弥
だ
っ
た
ら
し
い
）
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
《
秦

始
皇
》
（
《
咸
陽
宮
》
）
は
、
三
人
称
の
叙
事
文
を
多
用
し
た
展
開
に
特
徴
が

あ
る
能
で
、
こ
れ
ま
た
一
人
称
の
セ
リ
フ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
心
理
劇
的

な
世
阿
弥
の
作
品
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
作
品
で
あ
る
。
叙
事
文
の
多
用

は
い
う
ま
で
も
な
く
世
阿
弥
晩
年
期
以
降
に
制
作
さ
れ
た
能
の
大
き
な
特

色
だ
が
、
こ
の
《
秦
始
皇
》
は
そ
う
し
た
能
作
に
お
け
る
大
き
な
時
代
的

傾
向
の
先
駆
的
な
位
置
に
あ
る
作
品
で
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
の
《
鵜

飼
》
は
世
阿
弥
の
改
訂
版
だ
っ
た
は
ず
で
、
原
作
は
義
教
が
か
つ
て
後
援

し
て
い
た
榎
並
の
作
に
な
る
殺
生
を
生
業
と
す
る
鵜
飼
の
因
果
応
報
を
描

い
た
能
で
あ
る
。
榎
並
の
芸
風
に
つ
い
て
は
明
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い

も
の
の
、
こ
の
世
阿
弥
に
よ
る
改
訂
版
《
鵜
飼
》
の
上
演
も
、
義
教
の
能

に
た
い
す
る
好
み
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

義
教
周
辺
の
能
で
そ
の
演
目
が
判
明
し
て
い
る
の
は
こ
の
く
ら
い
で
あ

る
が
（
こ
の
ほ
か
に
は
嘉
吉
元
年
に
赤
松
満
祐
に
試
殺
さ
れ
た
と
き
の
能
だ
っ
た
ら
し

い
《
鵜
羽
》
や
三
郎
元
重
所
演
の
《
鐘
の
能
》
〔
《
三
井
寺
》
〕
が
あ
る
）
、
こ
れ
に
多
/

武
峰
様
で
の
興
行
の
導
入
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
る
て
い
ど
義
教
の
能

に
た
い
す
る
好
み
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
み

た
三
郎
元
重
の
芸
風
と
も
重
な
り
、
一
方
、
世
阿
弥
の
そ
れ
と
は
大
き
く

隔
た
り
の
あ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

ま
た
、
義
教
の
能
に
た
い
す
る
好
み
に
つ
い
て
は
、
義
教
が
永
享
元
年

か
ら
将
軍
御
所
で
催
す
よ
う
に
な
っ
た
松
囃
子
も
参
考
に
な
ろ
う
。
松
囃

子
と
は
仮
装
や
作
り
物
等
の
趣
向
を
こ
ら
し
た
華
美
な
囃
子
物
（
風
流
）
の

こ
と
で
、
南
北
朝
期
頃
か
ら
貴
顕
の
邸
宅
な
ど
で
催
さ
れ
た
正
月
の
行
事

で
あ
る
。
こ
の
将
軍
第
で
の
松
囃
子
は
、
康
安
元
年
(
-
三
六
一
）
に
南
軍

の
攻
勢
を
さ
け
て
播
州
赤
松
氏
の
白
旗
城
に
あ
っ
た
幼
少
の
義
満
を
慰
め

る
た
め
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
、
以
後
、
赤
松
邸
で
は
正
月
十
三
日
に
松

囃
子
を
催
す
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
赤
松
邸
で
の
松
囃

子
を
将
軍
に
な
っ
た
ば
か
り
の
義
教
が
御
所
に
移
し
て
催
す
よ
う
に
な
っ
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た
も
の
で
あ
る
。
義
教
は
義
満
へ
の
敬
慕
篤
く
、
幕
府
の
諸
儀
式
を
義
満

時
代
の
旧
儀
に
も
ど
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
と
い
え

よ
う
。
そ
の
赤
松
邸
で
催
さ
れ
て
い
た
松
囃
子
が
は
じ
め
て
将
軍
御
所
で

行
わ
れ
た
永
享
元
年
正
月
に
は
、
赤
松
氏
に
よ
る
松
囃
子
が
十
三
日
に
行

わ
れ
た
あ
と
、
一
色
氏
の
沙
汰
に
よ
る
松
囃
子
が
十
九
日
に
行
わ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
も
と
は
十
六
日
の
予
定
だ
っ
た
が
、
降
雨
の
た
め
十
九
日
に
延
期
さ
れ
た

も
の
。
こ
れ
が
定
例
と
な
っ
た
の
が
後
代
の
御
所
で
行
わ
れ
て
い
る
正
月
十
六
日
の
松

囃
子
で
あ
ろ
う
）
。
以
後
、
将
軍
御
所
で
の
松
囃
子
は
赤
松
、
一
色
の
沙
汰

に
な
る
も
の
を
中
心
に
、
永
享
三
年
に
三
郎
元
重
の
沙
汰
に
よ
る
松
囃
子
、

永
享
四
年
に
は
畠
山
の
沙
汰
に
な
る
松
囃
子
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、
義
教

が
華
美
な
松
囃
子
の
よ
う
な
風
流
を
好
ん
だ
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
れ

は
彼
の
能
に
た
い
す
る
好
み
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
参
考
材
料
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
忌
避
に
は
、
い
ち
ど
は
後
継

者
と
定
め
た
三
郎
元
重
が
有
力
な
役
者
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

に
た
い
す
る
脅
威
に
加
え
て
、
能
役
者
と
し
て
の
技
量
は
卓
越
し
た
も
の

が
あ
っ
た
が
、
自
身
と
は
対
極
と
も
い
え
る
そ
の
芸
風
に
た
い
す
る
拒
絶

反
応
が
背
景
と
し
て
あ
り
、
そ
の
三
郎
元
重
の
芸
風
を
義
教
が
好
ん
だ
た

め
、
両
者
の
対
立
が
い
っ
そ
う
激
し
い
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」

を
吐
露
し
た
芸
論
の
う
ち
の
、
『
至
花
道
」
の
「
二
曲
三
体
の
事
」
の
記

述
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
部
分
を
か
か
げ
て

み
る
。

こ
こ
に
、
当
世
の
申
楽
の
稽
古
を
見
る
に
、
み
な
み
な
、
二
曲
三
体

の
本
道
よ
り
は
入
門
せ
ず
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
ま
ね
、
異
相
の
風
を

の
み
習
へ
ば
、
無
主
の
風
体
に
な
り
て
、
能
弱
く
、
見
劣
り
し
て
、

名
を
得
る
芸
人
、
さ
ら
に
な
し
。
返
す
返
す
、
二
曲
三
体
の
道
よ
り

は
入
門
せ
ず
し
て
、
は
し
ば
し
の
物
ま
ね
を
の
み
た
し
な
む
こ
と
、

無
体
枝
葉
の
稽
古
な
る
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
当
世
の
役
者
が
み
な
二
曲
一
ー
一
体
の
習
道
を
お

ろ
そ
か
に
し
て
、
異
相
の
風
や
枝
葉
末
節
的
な
演
技
ば
か
り
を
し
て
い
る

こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
曲
（
舞
と
歌
）
三
体
（
老
体
、
女
体
、

軍
体
）
を
習
道
の
本
道
と
し
て
い
る
が
、
世
阿
弥
は
こ
の
う
ち
の
二
曲
を

幽
玄
な
芸
を
生
み
出
す
「
地
体
」
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
『
二
曲
三

体
人
形
図
J

)

、
右
の
一
文
が
三
郎
元
重
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
世
阿
弥
が
め
ざ
す
幽
玄
美
を
発
現
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
二
曲

の
習
道
を
お
こ
た
っ
て
い
る
の
が
三
郎
元
重
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。
か
く
て
、
世
阿
弥
に
よ
る
三
郎
元
重
忌
避
は
、
こ
の
よ
う
な
能

芸
に
た
い
す
る
姿
勢
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
ー
ー
_
両
者
の
芸
風

の
決
定
的
な
違
い
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
、
そ
の
よ
う
な
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
の
芸
風
の
違
い
は
、
世
阿
弥

後
の
能
界
を
代
表
し
た
金
春
禅
竹
と
三
郎
元
重
と
の
芸
風
の
違
い
で
も

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
禅
竹
の
芸
論
に
そ
う
思
わ
せ

る
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
康
正
二
年
(
-
四
五
六
）
奥
書

の
「
歌
舞
龍
脳
記
』
の
序
的
記
事
中
に
、
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·
：
外
見
禅
か
り
あ
れ
ど
も
、
筋
も
な
く
、
道
も
な
く
、
~
に
の
み

な
り
ゆ
く
こ
と
を
嘆
く
心
に
ま
か
せ
、
古
の
賢
き
跡
を
写
し
も
て
記

し
置
く
。

し
か
る
と
い
へ
ど
も
、
近
年
、
道
の
沙
汰
な
く
、
雑
々
し
く
な
り
き
て
、

貴
人
高
位
の
御
目
も
紛
れ
あ
る
世
の
濁
り
に
や
、
荒
く
こ
は
ご
は
し

き
風
の
み
興
あ
る
体
に
な
り
ゆ
く
に
よ
り
て
、
い
よ
い
よ
こ
の
道
の

至
を
磨
き
、
花
を
か
ざ
す
た
し
な
み
廃
れ
ゆ
く
こ
と
、
嘆
か
は
し
き

こ
と
、
何
事
か
こ
れ
に
し
か
ん
や
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
稿
で
着
目
し
た
世
阿
弥
の
芸
論
に

お
け
る
「
危
機
感
」
と
同
じ
よ
う
な
口
吻
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の

慨
嘆
を
記
す
禅
竹
の
念
頭
に
は
芸
風
を
異
に
す
る
同
世
代
の
ラ
イ
バ
ル
三
郎

元
重
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
例
は

芸
論
以
外
に
も
認
め
ら
れ
る
。
観
世
文
庫
所
蔵
の
宗
節
の
筆
に
な
る
『
抜
書
』

と
仮
称
さ
れ
て
い
る
書
に
あ
る
注
記
的
な
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
書
は

寛
正
五
年
に
禅
竹
が
書
写
し
た
『
五
音
』
『
九
位
』
『
五
位
」
の
抜
き
書
き

ら
し
い
が
（
『
観
世
宗
家
所
蔵
文
書
目
録
」
）
、
そ
の
『
五
位
』
の
抜
き
書
き
の

あ
と
に
、
「
観
阿
父
子
、
元
雅
、
犬
王
、
亀
阿
弥
ト
ウ
ノ
外
、
コ
ノ
位
二

入
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
口
伝
在
之
。
已
上
。
寛
正
五
年
四
月
廿
二
日
」
と
い
う

記
事
が
あ
る
。
こ
の
一
文
は
「
観
阿
父
子
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
み
て
世

と
あ
る
の
や
、
晩
年
期
の
著
述
た
る
『
幽
玄
＿
―
-
輪
』
の
冒
頭
部
分
に
、

阿
弥
の
も
の
で
は
な
く
、
書
写
し
た
禅
竹
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ

に
禅
竹
と
と
も
に
当
時
の
能
界
を
代
表
し
て
い
た
三
郎
元
重
が
入
っ
て
い

な
い
の
は
、
三
郎
元
重
の
芸
に
た
い
す
る
禅
竹
の
評
価
を
そ
れ
と
な
く
示

す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
禅
竹
は
世
阿
弥
の
能
芸
の
実
技
と
理
論
の
両
面
に

お
け
る
後
継
者
で
あ
る
。
右
の
言
説
は
、
禅
竹
が
三
郎
元
重
の
芸
に
た
い

す
る
世
阿
弥
の
評
価
を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も

あ
ろ
う
。

以
上
で
世
阿
弥
の
芸
論
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
め
ぐ
っ
て

の
、
世
阿
弥
と
三
郎
元
重
の
微
妙
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぽ
説
き
お
え

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
世
阿
弥
の
芸
論
に
は
、

な
お
世
阿
弥
の
三
郎
元
重
忌
避
の
感
情
の
反
映
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

記
述
が
あ
る
。
さ
い
ご
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
の
補
足
と
し
て
、
そ
れ
ら
を

紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
は
『
申
楽
談
儀
』
十
八
条
の
つ
ぎ
の
記
事
で
あ
る
。

近
ご
ろ
、

一
郎
也

将
軍
家
御
前
に
て
、
人
の
、
鐘
の
能
を
せ
し
に
、
南
向

き
な
る
に
、
鐘
を
右
の
方
に
置
く
。
左
鐘
に
撞
き
し
な
り
。
い
く
た

び
も
左
に
置
き
て
右
鐘
に
撞
く
べ
し
。

む
す
び
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こ
れ
は
三
郎
元
重
が
将
軍
の
御
前
で
「
鐘
の
能
」
を
演
じ
た
と
き
の
鐘

の
撞
き
方
に
つ
い
て
の
世
阿
弥
の
批
判
で
あ
る
。
「
鐘
の
能
」
は
《
三
井
寺
》

と
思
わ
れ
る
が
、
三
郎
元
重
が
能
を
演
じ
た
「
将
軍
家
御
前
」
は
も
ち
ろ

ん
義
教
で
、
こ
の
能
は
永
享
元
年
以
降
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
左
鐘
」
「
右

鐘
」
は
難
解
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
香
西
精
氏
に
論
が
あ
る
が
（
「
統
世
阿

弥
新
考
』
所
収
の
「
左
が
ね
、
右
が
ね
」
）
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
が
三
郎

元
重
が
《
三
井
寺
》
を
演
じ
た
と
き
の
演
技
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
、
世
阿
弥
が

聞
き
手
の
元
能
に
た
い
し
て
三
郎
元
重
の
名
を
出
さ
ず
、
「
人
」
と
あ
い

ま
い
な
言
い
方
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
発
言
で
は
、
「
三
郎
」

で
は
な
く
「
人
」
だ
っ
た
の
を
、
聞
き
手
の
元
能
が
忠
実
に
記
し
留
め
て
、

「
人
」
に
「
一
二
郎
也
」
の
注
記
を
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
世
阿
弥
が
な
ぜ
―
―
一
郎
元
重
の
こ
と
を
「
人
」

と
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
人
」
の
も
つ
語
感
で
あ
る
。

こ
の
「
人
」
は
現
代
風
に
言
え
ば
「
ア
レ
」
と
か
「
ア
イ
ツ
」
に
あ
た
る

言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
親
愛
な
る
が
ゆ
え
の
ケ
ー
ス
と
、

そ
の
逆
の
忌
避
に
由
来
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
将
軍
義
教
に
よ

る
―
―
一
郎
元
重
の
引
き
立
て
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
前
者
の

ケ
ー
ス
は
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
後
者
の
ケ
ー
ス
と
な
る
が
、

そ
の
場
合
は
、
応
永
二
十
年
代
後
半
の
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
に
う
か
が

え
る
三
郎
元
重
に
た
い
す
る
忌
避
の
感
情
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
人
」
に
は
、

三
郎
の
名
を
口
に
す
る
の
も
嫌
だ
と
い
う
世
阿
弥
の
心
境
が
示
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
は
、
世
阿
弥
が
直
接
三
郎
元

重
の
芸
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
唯
一
の
事
例
で
あ
る
だ
け
に
、
世
阿
弥

の
対
元
重
意
識
を
う
か
が
う
重
要
な
材
料
で
あ
る
が
、
鉦
者
に
は
こ
れ
こ

そ
―
―
一
郎
元
重
忌
避
の
端
的
な
事
例
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
―
つ
は
旧
稿
で
も
少
し
ふ
れ
た
、
『
申
楽
談
儀
』
序
の
著
名
な
記
事
、

静
か
な
り
し
夜
、
砧
の
能
の
節
を
聞
き
し
に
、
か
や
う
の
能
の
味
は

ひ
は
、
末
の
世
に
知
る
人
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
書
き
置
く
も
物
く
さ

き
よ
し
、
物
語
せ
ら
れ
し
な
り
。

の
「
末
の
世
」
で
あ
る
。
こ
の
「
末
の
世
」
は
、
『
申
楽
談
儀
』
十
四
条
に
、
「
砧

の
能
、
後
の
世
に
は
知
る
人
あ
る
ま
じ
。
物
憂
き
な
り
」
と
い
う
同
趣
の
発

言
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
後
の
世
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
「
後
世
」

「
後
代
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
通
説
に
た
い
し
て
は
、
「
末

の
世
」
を
「
末
世
」
の
謂
で
用
い
て
い
る
《
当
麻
》
の
用
例
や
、
世
阿
弥
に

た
い
す
る
将
軍
義
教
の
圧
迫
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
「
末
の
世
」
は
「
末

世
」
の
謂
で
、
同
じ
と
き
の
発
言
と
思
わ
れ
る
十
四
条
の
「
後
の
世
」
は
聞

き
手
元
能
の
誤
記
か
と
す
る
新
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
表
章
氏
「
〈
砧
〉
の

能
の
中
絶
と
再
興
」
『
観
世
」
昭
和
五
十
四
年
十
月
）
。
こ
の
新
説
に
た
い
し
て
、
筆

者
は
以
前
、
「
申
楽
談
儀
』
が
世
阿
弥
六
十
歳
以
後
の
芸
談
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
時
の
世
阿
弥
が
「
後
世
」
や
「
後
代
」
を
意
識
し
て
い
た
と
し
て
、
「
末

の
世
」
に
つ
い
て
は
従
来
の
通
説
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
主
張
を
し
た

こ
と
が
あ
る
が
（
拙
稿
「
世
阿
弥
と
〈
砧
〉
の
£
末
の
世
こ
「
梅
若
j

昭
和
六
十
一
＿
一
年

一
月
）
、
応
永
二
十
年
代
の
芸
論
に
み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
を
ふ
ま
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え
る
と
、
表
章
氏
が
提
示
さ
れ
た
説
の
蓋
然
性
を
支
持
す
べ
き
か
と
い
ま
は

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
末
の
世
」
も
応
氷
二
十
年
代
の
芸
論
に

み
え
る
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
同
じ
く
、
世
阿
弥
に
よ
る
三
郎
元
重
忌
避

の
一
事
例
に
加
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
非

道
の
み
行
じ
」
「
一
夕
の
戯
笑
、
一
旦
の
名
利
に
染
み
」
と
い
っ
た
慨
嘆

に
つ
い
て
も
、
三
郎
元
重
の
日
常
的
な
行
実
と
の
関
係
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
青
蓮
院
義
円
時
代
の
義
教
の
後
援
な
ど
が
想

起
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
義
教
の
三
郎
元
重
後
援
が
知
ら
れ
る
の
は
応
永

三
十
四
年
四
月
以
降
で
あ
り
（
稲
荷
辺
で
の
勧
進
能
を
義
円
が
後
援
）
、
義
教
は

そ
れ
以
前
、
応
永
二
十
七
年
頃
に
は
榎
並
を
後
援
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
（
『
看
聞
御
記
j

)

。
そ
の
榎
並
が
急
死
す
る
の
が
応
永
三
十
年
で
、

三
郎
元
重
が
義
教
（
義
円
）
の
後
援
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ

の
榎
並
の
死
後
と
（
漠
然
と
で
は
あ
る
が
）
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

義
教
の
三
郎
元
重
後
援
が
応
永
三
十
年
の
榎
並
の
没
後
に
は
じ
ま
っ
た
と

す
る
と
、
応
永
二
十
七
年
に
は
吐
露
さ
れ
て
い
た
「
芸
道
へ
の
危
機
感
」

は
榎
並
の
生
前
の
こ
と
と
な
っ
て
、
三
郎
元
重
が
「
一
日
一
の
名
利
」
に
染

ま
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
青
蓮
院
時
代
の
義
教
の
後
援
と
は
無
関

係
と
な
る
。
し
か
し
、
義
教
の
三
郎
元
重
後
援
が
榎
並
の
生
前
か
ら
で
あ
っ

た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
世
阿
弥
が
「
一
旦
の
名
利

に
染
み
」
と
慨
嘆
し
た
背
景
に
義
教
に
よ
る
三
郎
元
重
後
援
が
あ
っ
た
可

能
性
は
か
な
り
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
郎

元
重
は
応
永
二
十
年
代
後
半
頃
に
は
役
者
と
し
て
そ
の
頭
角
を
あ
ら
わ
し

て
お
り
、
彼
を
後
援
す
る
有
力
者
も
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
世

阿
弥
の
慨
嘆
は
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
（
こ
の
稿
、
完
）
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