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は
じ
め
に

ー
増
補
と
の
関
連
と
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
I

『
花
伝
』

物
学
条
々
の

世
阿
弥
の
能
楽
論
を
代
表
す
る
「
花
伝
」
の
「
物
学
条
々
」
に
は

「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が

4
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
用
語

は
世
阿
弥
伝
書
で
も
『
花
伝
』
以
外
に
は
使
用
さ
れ
て
い
ず
、
し
か

も
「
物
学
条
々
」
の
[
神
]
の
条
に

2
例
ヽ
[
老
人
]
と
[
修
羅
]

の
条
に
各
1
例
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
特
殊
な
用
語
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
‘
[
老
人
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
は
表

章
氏
に
よ
り
後
年
に
増
補
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
「
「
花
伝
」
か
ら

「
風
姿
花
伝
J

へ
の
本
文
改
訂
」
「
語
文
」
昭
和
五
十
六
年
四
月
）
‘
[
修
羅
]

の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
は
味
方
健
氏
に
よ
り
後
年
に
増

補
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
「
修
羅
の
系
譜
」
百
能
の
理
念
と
作
品
』
平
成

十
一
年
十
二
月
）
。

し
た
が
っ
て
‘
[
神
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
も
後

年
に
増
補
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
が
、
『
花
伝
』
の
増
補

「
舞
が
か
り
」

の
問
題
を
総
合
的
に
究
明
さ
れ
た
表
氏
の
「
『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿

花
伝
』
へ
の
本
文
改
訂
」
で
も
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
諸
氏
に
よ
る

『
花
伝
』
の
増
補
の
問
題
の
検
討
に
お
い
て
も
[
神
]
の
条
の
増
補

に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

[
神
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
に
は
、
「
舞
が
か
り
」

以
外
に
も
「
但
」
と
い
う
増
補
文
の
文
頭
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
の

あ
る
用
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
、
本
稿
で
は
「
物
学

条
々
」
の
[
神
]
の
条
の
「
但
」
と
「
舞
が
か
り
」
に
着
目
し
ヽ
こ

れ
ら
の
用
語
を
含
む
部
分
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
可
能
性
を
再
検
討

し
て
み
た
い
。

つ
ぎ
に
、
「
舞
が
か
り
」
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
「
何
々
が
か

り
」
と
い
う
世
阿
弥
の
用
例
や
「
舞
が
か
り
」
が
想
定
し
て
い
る

「
本
当
の
舞
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

つ
ぎ
に
、
「
物
学
条
々
」
に
集
中
し
て
「
舞
が
か
り
」
の
用
語
が

み
え
る
こ
と
の
意
味
を
、
世
阿
弥
の
舞
に
関
す
る
芸
論
の
深
化
、
世

阿
弥
の
能
の
洗
練
と
い
っ
た
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

尾

本

頼

彦
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ま
ず
、
世
阿
弥
伝
書
の
な
か
で
も
「
物
学
条
々
」
の
[
神
]
と

[
老
人
]
と
[
修
羅
]
の
条
に
し
か
み
え
な
い
「
舞
が
か
り
」
の
4

例
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
を
整
理
し
て
お
き

た
い
。ま

ず
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
o

お
よ
そ
、
此
物
ま
ね
は
鬼
が
か
り
也
。
な
に
と
な
く
怒
れ
る
よ

そ
ほ
ひ
あ
れ
ば
、
神
体
に
よ
り
て
、
鬼
が
か
り
に
な
ら
ん
も
苦

し
か
る
ま
じ
。
但
、
は
た
と
変
れ
る
本
意
あ
り
。
神
は
舞
が
か

り
の
風
情
に
よ
ろ
し
。
鬼
に
は
更
に
舞
が
か
り
の
便
り
あ
る
ま

じ。
こ
の
条
の
本
論
は
神
の
物
ま
ね
は
鬼
風
で
あ
る
こ
と
の
主
張
に
あ

り
、
神
が
鬼
と
ち
が
う
点
を
但
し
書
き
に
し
て
い
る
。
こ
の
但
し
書

き
の
部
分
に

2
例
の
「
舞
が
か
り
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、

[
老
人
]
の
条
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

老
人
の
物
ま
ね
、
此
道
の
奥
義
な
り
。
能
の
位
、
や
が
て
よ
そ

目
に
あ
ら
は
る
、
事
な
れ
ば
、
是
、
第
一
の
大
事
也
。
お
よ
そ
、

能
を
よ
き
程
極
め
た
る
為
手
も
、
老
た
る
姿
は
得
ぬ
人
多
し
。

「
物
学
条
々
」
の
「
舞
が
か
り
」
概
観

な
お
、
本
稿
で
使
用
し
た
世
阿
弥
伝
書
の
本
文
は
日
本
思
想
大
系

「
世
阿
弥
禅
竹
」
（
昭
和
四
十
九
年
四
月
）
の
本
文
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
、
木
樵
・
汐
汲
の
態
物
な
ど
の
翁
形
を
し
寄
せ
ぬ
れ

ば
、
や
が
て
上
手
と
申
事
、
こ
れ
、
あ
や
ま
り
た
る
批
判
な
り
。

冠
・
直
衣
・
烏
帽
子
・
狩
衣
の
老
人
の
姿
、
得
た
ら
む
人
な
ら

で
は
似
合
ふ
べ
か
ら
ず
。
稽
古
の
功
入
て
、
位
上
ら
で
は
似
合

ふ
べ
か
ら
ず
。

又
、
花
な
く
ば
面
白
き
所
あ
る
ま
じ
。
お
よ
そ
、
老
人
の
立
振

舞
、
老
い
ぬ
れ
ば
と
て
、
腰
・
膝
を
か
ゞ
め
、
身
を
つ
む
れ
ば
、

花
失
せ
て
、
古
様
に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
る
程
に
、
面
白
き
所
稀

な
り
。
た
ゞ
、
大
か
た
、
い
か
に
も
い
か
に
も
そ
ゞ
ろ
か
で
、

し
と
や
か
に
立
ち
振
舞
ふ
べ
し
。
こ
と
さ
ら
、
老
人
の
舞
が
か

り
、
無
上
の
大
事
な
り
。
花
は
あ
り
て
年
寄
と
見
ゆ
る
公
案
、

く
は
し
く
習
ふ
べ
し
。
た
ゞ
、
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し

こ
の
条
の
本
論
は
、
ま
ず
、
老
人
の
物
ま
ね
が
む
つ
か
し
く
、
こ

の
道
の
奥
義
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
木
樵
・
汐
汲
な
ど

の
特
徴
的
な
わ
ざ
の
あ
る
老
人
は
比
較
的
や
さ
し
い
が
、
難
し
い
の

は
高
貴
な
老
人
で
あ
り
、
年
功
を
積
ん
で
位
の
あ
が
っ
た
役
者
で
な

い
と
似
合
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
又
、
花
な
く
ば
面
白

き
所
あ
る
ま
じ
」
以
降
が
第
三
節
で
の
べ
る
よ
う
に
後
年
の
増
補
と

さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
腰
や
膝
を
か
ゞ
め
る
よ
う
な
所
作
は

見
た
目
の
花
が
な
く
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
、
と
く
に
老
人
の
「
舞

が
か
り
」
が
大
切
で
、
老
木
に
花
が
咲
い
て
い
る
よ
う
な
工
夫
を
課

題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
「
修
羅
」
の
条
は
つ
ぎ
の
よ
う
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で
あ
る
。こ

れ
又
、
一
体
の
物
な
り
。
よ
く
す
れ
ど
も
、
面
白
き
所
稀
な

り
。
さ
の
み
に
す
ま
じ
き
也
。
但
、
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人

の
事
を
、
花
烏
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り

も
ま
た
面
白
し
。
是
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
。
こ

れ
体
な
る
修
羅
の
狂
ひ
、
や
、
も
す
れ
ば
、
鬼
の
振
舞
に
な
る

也
。
又
は
舞
の
手
に
も
な
る
也
。
そ
れ
も
、
曲
舞
が
か
り
あ
ら

ば
、
少
し
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
、
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。
弓
・

や
な
ぐ
ひ
を
携
へ
て
、
打
物
を
以
て
厳
と
す
。
そ
の
持
ち
様
・

使
ひ
様
を
よ
く
よ
く
う
か
が
ひ
て
、
そ
の
本
意
を
は
た
ら
く
べ

し
。
相
構
々
、
鬼
の
は
た
ら
き
、
又
舞
の
手
に
な
る
所
を
用
心

す
べ
し
。

こ
の
条
の
本
論
は
、
本
来
修
羅
は
上
手
に
演
じ
て
も
面
白
さ
が
稀

で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
但
し
書
き
と
し
て
、
源
平
の
名

将
を
主
人
公
と
し
て
花
鳥
風
月
に
関
連
さ
せ
た
場
合
は
面
白
い
と
説

い
て
い
る
。
そ
し
て
、
曲
舞
が
か
り
の
と
こ
ろ
で
は
「
舞
が
か
り
の

手
ぶ
り
」
が
よ
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
物
学
条
々
」
の
「
舞
が
か
り
」
に
関
す
る
従
来
の
研

究
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
能
勢
朝
次
氏
は
、
老
人
の
「
舞
が
か
り
」
は
老
人
の
「
舞

の
風
情
」
、
修
羅
の
「
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
」
は
「
舞
の
風
情
的

な
手
づ
か
い
」
、
神
の
「
舞
が
か
り
の
風
情
」
は
「
舞
が
か
り
の
風

情
」
と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
（
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
上
、
岩
波
書

店
、
昭
和
十
五
年
八
月
）
。

つ
ぎ
に
、
伊
藤
正
義
氏
は
、
老
人
の
「
舞
が
か
り
」
は
「
老
人
の

舞
姿
」
、
修
羅
の
「
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
」
は
「
舞
風
の
手
ぶ
り
」
、

神
の
「
舞
が
か
り
の
風
情
」
は
「
舞
風
の
所
作
」
と
理
解
し
て
お
ら

れ
る
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
「
中
世
評
論
集
』
「
風
姿
花
伝
」
角
川
書
店
、

昭
和
五
十
一
年
六
月
）
。

つ
ぎ
に
、
表
章
氏
は
、
老
人
の
「
舞
が
か
り
」
は
「
老
人
が
舞
う

た
ぐ
い
の
演
技
」
、
修
羅
の
「
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
」
は
「
舞
の

系
統
の
手
ぶ
り
」
、
神
の
「
舞
が
か
り
の
風
情
」
は
「
舞
系
統
の
演

技
」
と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
（
完
訳
H
本
の
古
典
「
謡
曲
集
』
二
「
風

姿
花
伝
」
小
学
館
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
）
。

つ
ぎ
に
、
味
方
健
氏
は
‘
[
修
羅
]
の
条
の
「
曲
舞
が
か
り
あ
ら

ば
、
少
し
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
、
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
を
「
〈
ク

セ
〉
を
立
っ
て
舞
う
と
す
れ
ば
、
舞
が
か
り
の
手
づ
か
い
が
ベ
タ
ー

で
あ
ろ
う
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
（
「
修
羅
の
系
譜
」
）
。

つ
ぎ
に
、
八
鴬
正
治
氏
は
、
「
女
体
は
、
第
一
期
（
応
永
十
三
年
以

前
を
さ
す
ら
し
い
。
筆
者
註
）
に
於
い
て
は
「
井
筒
」
に
見
る
よ
う
な

女
舞
は
持
た
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
も
、
ど
の
よ

う
な
舞
を
舞
っ
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
推
測
す
る
に
、

「
養
老
」
の
山
神
が
当
初
舞
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
舞
と
働

キ
の
中
間
の
よ
う
な
舞
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

30 



る
。
神
は
「
舞
が
か
り
の
風
情
」
で
あ
っ
て
、
ま
だ
舞
そ
の
も
の
は

生
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
修
羅

と
同
様
な
、
舞
と
も
働
キ
と
も
つ
か
ぬ
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
推
測
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
」
と
説
い
て
お
ら
れ
、
神
と
修
羅
の

「
舞
が
か
り
」
を
「
舞
誕
生
前
の
舞
と
働
キ
の
中
間
形
態
」
と
理
解

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
「
再
ぴ
「
高
砂
」
形
態
の
創
始
を
め
ぐ
っ

て
（
二
）
」
「
観
昭
」
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
。

以
上
に
お
い
て
、
世
阿
弥
の
「
風
情
」
が
情
趣
的
な
も
の
を
指
す

場
合
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
に
「
振
舞
」
「
は
た
ら
き
」
「
振
り
」

な
ど
と
通
い
合
う
身
体
的
所
作
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
表
氏
が
「
世

阿
弥
禅
竹
』
の
「
補
注
八
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

八
蔦
氏
以
外
は
「
舞
が
か
り
」
が
「
舞
風
の
所
作
・
演
技
・
姿
」
で

あ
り
、
舞
は
す
で
に
誕
生
し
て
い
た
と
従
来
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
八
鴬
氏
の
理
解
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
の
ベ

る。

「
物
学
条
々
」
の
[
神
]
の
条
に
お
け
る
増
補
の

問
題
（
そ
の
―
)
|
「
但
」
を
め
ぐ
っ
て
1

こ
の
節
で
は
、
「
物
学
条
々
」
の
[
神
]
の
条
の
但
し
書
き
に
お

け
る
増
補
の
問
題
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
世
阿
弥

が
増
補
文
頭
に
「
但
」
を
使
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
い
。

「
花
伝
」
に
後
年
に
増
補
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

あ
る
て
い
ど
ま
と
ま
っ
た
形
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
表
章
氏
の
校
注

に
な
る
『
世
阿
弥
禅
竹
」
の
「
補
注
―
-
、
二

0
、
二
四
」
に
お

い
て
で
あ
る
。
表
氏
は
さ
ら
に
こ
の
問
題
を
「
「
花
伝
』
か
ら
『
風

姿
花
伝
」
へ
の
本
文
改
訂
」
で
総
合
的
に
究
明
さ
れ
、
「
「
花
伝
」
の

第
三
ま
で
の
原
形
は
、
現
存
五
巻
本
に
見
ら
れ
る
本
文
か
ら
約
三
分

の
一
を
減
じ
た
も
の
と
な
る
。

．．． 

（
中
略
）
…
第
三
ま
で
で
完
結
し

て
い
た
形
に
第
四
神
儀
と
奥
義
を
加
え
た
段
階
と
、
書
名
を
『
花
伝
』

よ
り
「
風
姿
花
伝
」
に
改
め
た
段
階
と
、
二
度
の
機
会
に
改
訂
増
補

が
か
な
り
集
中
的
に
行
な
わ
れ
た
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぽ
確
か
で
あ
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
応
永
七
年
(
-
四
0
0
)
当
初
の
「
花

伝
j

は
「
初
期
花
伝
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

表
氏
は
『
世
阿
弥
禅
竹
』
の
「
補
注
一
こ
の
な
か
で
、
「
花
伝
』

と
「
花
鏡
』
の
増
補
文
の
文
頭
に
く
る
言
葉
と
し
て
「
又
云
」
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
。
表
氏
は
「
「
又
云
」
は
、
両
説
を
並
べ
る
時
に

第
二
の
説
の
頭
に
置
く
の
が
普
通
の
用
法
で
あ
ろ
う
が
、
世
阿
弥
は

論
旨
転
換
部
の
冒
頭
に
し
ば
し
ば
こ
の
句
を
置
い
て
い
る
。
し
か
も
、

後
に
追
加
さ
れ
た
感
じ
の
強
い
補
説
的
記
事
の
頭
に
あ
る
事
が
多

い
」
と
し
て
、
「
花
伝
』
6
例
、
「
音
曲
口
伝
」

1
例
、
「
花
鏡
」

2

例
、
「
五
音
曲
条
々
』

1
例
の
合
計
10
例
の
「
又
云
」
中
、
増
補
と

考
え
ら
れ
る
4
例
（
「
花
伝
」
は
「
物
学
条
々
」
[
物
狂
]
の
条
ヽ
「
問
答

条
々
」
．
第
1
条
、
「
別
紙
口
伝
」
第
1
条
の
3
例
、
「
花
鏡
」
「
舞
声
為
根
」
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の
1
例
）
を
具
体
的
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
表
氏
は
そ
の
後
、

「
『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿
花
伝
』
へ
の
本
文
改
定
」
で
『
花
伝
』
の

1

例
（
「
奥
義
」
）
を
追
加
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
表
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
増
補
文
頭
の
「
又
云
」
の
用
例
は
合
計
5
例
で
あ
る
。

世
阿
弥
伝
書
全
体
と
し
て
は
、
「
又
云
」
は
17
例
（
右
記
以
外
に
、

「
花
鏡
J

1
例
、
「
至
花
道
」

1
例
、
「
曲
付
次
第
」

1
例
、
「
拾
玉
得
花
」

4

例
）
あ
り
、
そ
の
内
5
例
が
増
補
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
又
云
」
で
導
か
れ
る
増
補
文
は
、
比
較
的
に
長
文

で
あ
る
特
徴
が
あ
り
（
『
世
阿
弥
禅
竹
』
の
本
文
で
5
行
か
ら
23
行
分
に

相
当
す
る
）
、
そ
れ
以
前
で
本
論
が
終
わ
っ
て
い
る
と
認
定
さ
れ
て
い

る。
ま
た
、
表
氏
が
指
摘
さ
れ
た
増
補
箇
所
の
う
ち
、
「
初
期
花
伝
」

の
増
補
文
の
文
頭
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
は
、
「
又
云
」
以
外

に
は
、
「
さ
れ
ば
」

2
例
（
「
問
答
条
々
」
第
4
条
と
第
5
条
）
と
「
但
」

1
例
（
「
物
学
条
々
」
[
法
師
]
の
条
）
が
注
目
さ
れ
る
が
ヽ
こ
こ
で
さ

ら
に
、
表
氏
指
摘
以
外
の
増
補
文
と
考
え
て
も
よ
い
文
の
文
頭
の

「
但
」
の
用
例
を
追
加
し
、
世
阿
弥
が
増
補
文
の
文
頭
に
「
又
云
」

と
同
じ
よ
う
に
「
但
」
を
使
用
し
た
こ
と
を
新
し
く
指
摘
し
た
い
。

冊
阿
弥
伝
書
の
「
但
」
は
、
全
部
で
26
例
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
花

伝
』
に
は
1
1
例
あ
り
、
ま
た
そ
の
他
の

10
伝
書
に
幅
広
く
使
用
さ
れ

て
い
る
。
『
花
伝
』
の
1
1
例
の
内
訳
は
、
「
物
学
条
々
」
と
「
花
修
」

に
各
3
例
、
「
別
紙
口
伝
」
に
2
例
、
序
文
と
「
年
来
稽
古
条
々
」

と
「
問
答
条
々
」
に
各
1
例
で
あ
る
。

【
「
別
紙
口
伝
」
の
「
但
」
の

2
例】

ま
ず
、
「
別
紙
口
伝
」
第
4
条
の
「
但
」
の
用
例
は
、
右
記
「
又

云
」
で
導
か
れ
る
『
世
阿
弥
禅
竹
』
本
文
の
行
数
で

23
行
の
増
補

文
の
な
か
に
あ
る
。
表
氏
は
『
世
阿
弥
禅
竹
』
の
「
補
注
一
こ

で
、
「
こ
の
条
（
「
別
紙
口
伝
」
第
4
条
）
は
、
十
体
を
得
べ
き
事
と
、

年
々
去
来
の
花
を
知
る
べ
き
事
の
二
つ
の
論
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、

冒
頭
に
「
能
二
十
体
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
」
と
題
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
は
、

「
又
云
」
の
前
ま
で
で
一
応
完
結
し
て
い
た
も
の
で
、
「
又
云
」
以
下

の
年
々
去
来
の
花
の
説
は
増
補
で
あ
る
と
見
る
事
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
古
本
に
も
存
す
る
部
分
な
の
で
、
後
年
増
補
と
は
言
え
な
い
に

し
て
も
、
か
な
り
大
き
な
論
旨
転
換
部
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、

23
行

全
体
を
―
つ
の
増
補
文
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
23
行
の
文
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
「
又
云
」
で

は
じ
ま
る

7
行
と
「
夕
ゞ
シ
」
で
は
じ
ま
る

7
行
と
「
サ
レ
バ
」
で

は
じ
ま
る
9
行
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
「
又

云
」
で
は
じ
ま
る

7
行
は
、
「
年
々
去
来
の
花
」
の
本
論
で
、
幼
少

よ
り
老
後
ま
で
の
そ
の
時
々
の
芸
を
忘
れ
ず
に
す
べ
て
現
在
の
芸
と

し
て
保
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ぎ
の
「
夕
ゞ
シ
」
で
は
じ
ま
る

7
行
は
、
「
年
々
去
来
の
花
」

を
体
得
し
た
唯
一
の
実
例
と
し
て
、
亡
父
観
阿
弥
の
具
体
例
を
説
明

す
る
も
の
で
あ
り
、
十
体
を
得
べ
き
事
と
、
年
々
去
来
の
花
を
知
る
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べ
き
事
の
両
本
論
に
た
い
し
て
は
補
足
的
、
増
補
的
性
格
が
強
い
。

最
後
の
「
サ
レ
バ
」
で
始
ま
る
9
行
は
、
前
半
の

5
行
余
り
は
、

『
花
鏡
」
の
「
時
々
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
の
考
え
方
に
通
じ
る

「
初
心
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
を
強
調
し
、
さ
ら
に
「
サ
レ
バ
」
と
い

う
詞
を
重
ね
て
、

3
行
余
り
で
「
十
体
ノ
ウ
チ
ヲ
色
ド
ラ
バ
、
百
色

ニ
モ
ナ
ル
ベ
シ
。
ソ
ノ
上
二
、
年
々
去
来
の
品
々
ヲ
一
身
当
芸
二
持

チ
タ
ラ
ン
ハ
、
イ
カ
ホ
ド
ノ
花
ゾ
ヤ
」
と
締
め
括
る
。
は
じ
め
の

「
サ
レ
バ
」
で
は
じ
ま
る
9
行
全
体
は
、
十
体
を
得
べ
き
事
と
、

年
々
去
来
の
花
を
知
る
べ
き
事
の
両
本
論
に
対
し
て
は
補
足
的
、
増

補
的
性
格
が
強
い
。

勿
論
、
「
又
云
」
で
は
じ
ま
る

7
行
も
、
「
夕
ゞ
シ
」
で
は
じ
ま
る

7
行
も
、
「
サ
レ
バ
」
で
は
じ
ま
る
9
行
も
「
古
本
別
紙
口
伝
」
（
観

世
宗
家
に
龍
阿
弥
自
箪
本
が
伝
来
し
、
元
次
に
先
立
っ
て
、
弟
の
四
郎
に
相

伝
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
別
紙
口
伝
」
）
に
あ
る
か
ら
、
「
古
本
別
紙

口
伝
」
が
執
筆
さ
れ
る
以
前
に
そ
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
第
1

次
「
別
紙
口
伝
」
に
対
し
て
、
四
郎
に
相
伝
す
る
前
に
増
補
し
た
と

い
う
状
況
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
又
云
」
だ

け
で
な
く
、
「
さ
れ
ば
」
や
「
但
」
も
増
補
文
の
頭
に
く
る
言
葉
と

し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
別
紙
口
伝
」
第
1
条
に
、
「
夕
ゞ
シ
」
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
条
の
構
成
は
、
「
コ
ノ
ロ
伝
二
花
ヲ
知
ル
コ
ト
」
で
は

じ
ま
る
こ
の
条
の
本
論
で
あ
り
、
ま
た
「
別
紙
口
伝
」
に
お
け
る
花

の
総
論
で
も
あ
る
論
が
8
行
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
は
、

「
人
ノ
心
ニ
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ト
知
ル
所
、
ス
ナ
ハ
チ
面
白
キ
心
ナ
リ
。

花
卜
面
白
キ
ト
、
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ト
、
コ
レ
三
ツ
ハ
同
ジ
心
ナ
リ
」
と

か
「
能
モ
、
住
ス
ル
所
ナ
キ
ヲ
、
マ
ヅ
花
卜
知
ル
ベ
シ
」
と
い
う

「
別
紙
口
伝
」
の
根
本
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
条
の
本
論
は
こ
の
8
行
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
、

「
夕
ゞ
シ
、
様
ア
リ
」
で
は
じ
ま
る

28
行
も
の
長
大
な
文
は
増
補
的

な
、
補
足
の
た
め
の
文
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

28
行
は
、
物
数
を
極

め
て
い
れ
ば
そ
の
時
々
の
流
行
に
合
わ
せ
て
修
得
し
た
芸
を
ひ
と
通

り
演
じ
て
し
ま
う
に
は
長
い
期
間
が
か
か
る
か
ら
、
い
つ
も
珍
し
い

花
を
観
客
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
場
所
や
時
節
の
ち
が
い

に
よ
る
好
み
の
ち
が
い
に
た
い
し
て
も
物
数
を
極
め
尽
く
し
た
為
手

な
ら
観
客
の
心
に
常
に
新
鮮
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
花
伝
の
花
の
段
に
の
べ
た
「
花
は
心
、
種
は
態
」
の
意
味
す
る

こ
と
の
解
説
、
そ
し
て
最
後
に
「
物
学
条
々
」
の
鬼
の
段
に
の
べ
た

「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
の
意
味
す
る
こ
と
の
詳
細
な
解
説

か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
本
論
の
抽
象
的
な
花
の
理
論
の
実
践

的
な
解
説
と
位
置
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
本
論
が
8
行
で
、
増
補
・
補
足
が
28
行
と
い
う
構
成
は
異

常
な
も
の
で
な
く
、
前
記
「
別
紙
口
伝
」
第
4
条
も
本
論
は

7
行
で
、

「
又
云
」
で
は
じ
ま
る

23
行
も
の
長
大
な
増
補
文
が
つ
い
て
い
る
こ

と
か
ら
右
記
「
別
紙
口
伝
」
第
1
条
に
関
す
る
考
察
が
支
持
さ
れ
る
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こ
と
に
な
ろ
う
。

【
「
花
修
」
の
「
但
」
の

2
例】

つ
ぎ
に
、
「
花
修
」
第
1
条
「
能
の
本
を
書
く
事
」
の
「
但
」
も
、

右
記
「
年
々
去
来
の
花
」
の
例
と
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
氏
は
「
花
修
」
に
増
補
の
可
能
性
を
考

え
て
お
ら
れ
な
い
。
「
花
修
」
は
、
観
世
宗
家
に
世
阿
弥
自
筆
本
が

伝
来
し
、
四
郎
に
相
伝
さ
れ
た
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
年
の
増
補
箇
所
は
な
い
と
普
通
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
表
氏
が

「
花
修
」
に
増
補
の
可
能
性
を
考
え
ら
れ
な
い
の
は
も
っ
と
も
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
事
情
の
「
別
紙
口
伝
」
に
後
年

の
増
補
で
は
な
い
が
、
第
1
次
「
別
紙
口
伝
」
の
存
在
と
そ
れ
に
対

す
る
増
補
が
考
え
ら
れ
る
の
に
、
「
花
修
」
は
増
補
の
可
能
性
を
考

え
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

表
氏
が
、
第
1
次
「
別
紙
口
伝
」
の
存
在
と
そ
れ
に
対
す
る
増
補

の
可
能
性
を
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
別
紙
口
伝
」
が
「
奥
義
」
に
先

行
し
て
い
る
と
認
定
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

応
永
十
年
代
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
古
本
別
紙
口
伝
」
が
書

か
れ
る
ま
で
に
、
第
1
次
「
別
紙
口
伝
」
が
存
在
し
、
そ
れ
か
ら
少

な
く
と
も
数
年
、
場
合
に
よ
っ
て

5
年
以
上
の
時
間
が
経
っ
て
い
て
、

増
補
の
可
能
性
が
あ
り
え
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
さ
き
に
、
「
「
奥
義
」
と
「
別
紙
口
伝
」

ー
そ
の
先
後
関
係
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
展
開
ー
」
（
「
芸
能
史
研
究
」
第
一
五

八
号
、
平
成
十
四
年
七
月
）
で
、
「
別
紙
口
伝
」
と
「
奥
義
」
の
先
後

関
係
は
定
説
と
は
逆
で
、
「
奥
義
」
が
「
別
紙
口
伝
」
に
先
行
す
る

と
の
結
論
を
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
花
修
」
と
「
別
紙
口
伝
」

の
増
補
に
関
す
る
事
情
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
考
え
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
別
紙
口
伝
」
第
4
条
の
「
年
々
去
来
の
花
」
に
関
す

る
表
氏
の
『
世
阿
弥
禅
竹
』
の
「
補
注
一
こ
の
論
は
妥
当
性
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
世
阿
弥
は
、
一
気
呵
成
に
「
花
修
」
や

「
別
紙
口
伝
」
を
執
筆
し
た
の
で
は
な
く
、
数
年
の
単
位
で
増
補
を

重
ね
な
が
ら
完
成
し
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺
り

の
事
情
は
「
初
期
花
伝
」
の
成
立
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、

重
田
み
ち
氏
が
「
初
期
三
書
か
ら
『
花
伝
」
へ
、
『
花
伝
』
か
ら

『
風
姿
花
伝
』
へ
」
（
「
文
学
」

1
1
.
1
2
月
号
、
平
成
十
二
年
）
で
推
定
し

て
お
ら
れ
る
。
重
田
氏
説
は
、
「
世
阿
弥
が
「
花
」
へ
の
意
識
を
高

め
て
い
な
か
っ
た
第
I
期
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
論
を
、
第
II
期
に

「
ま
こ
と
の
花
」
「
時
分
の
花
」
の
概
念
を
考
案
し
て
増
補
改
定
し
、

応
永
七
年
に
ま
と
め
た
の
が
「
初
期
花
伝
」
で
あ
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
花
伝
』
は
、
「
初
期
花
伝
」
自
体
が
、
さ

ら
に
「
花
修
」
や
「
別
紙
口
伝
」
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
一
気
呵
成

に
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
数
年
に
わ
た
っ
て
、
増
補
改
定
も
加
え

な
が
ら
執
筆
さ
れ
た
と
の
視
点
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
氏
は
岩
波
講
座
『
能
狂
言

II
』
「
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
」
（
昭
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和
六
十
一
一
一
年
三
月
）
で
、
「
花
修
」
第
1
条
の
内
容
を
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
要
約
し
て
お
ら
れ
る
。

「
一
、
能
の
本
を
書
く
事
、
こ
の
道
の
命
な
り
。
極
め
た
る
オ

学
の
力
な
け
れ
ど
も
、
た
ゞ
巧
み
に
よ
り
て
よ
き
能
に
は
な
る

も
の
也
」
と
書
き
出
し
、
催
し
の
最
初
に
演
じ
る
能
は
周
知
の

典
拠
に
基
づ
い
て
あ
っ
さ
り
し
た
趣
に
書
き
、
番
数
が
す
す
ん

で
か
ら
の
能
は
文
辞
や
演
技
の
面
白
さ
を
尽
く
し
て
書
け
と

の
、
能
の
種
類
に
応
じ
た
書
き
方
の
大
要
や
、
優
美
な
詩
歌
を

採
り
入
れ
る
こ
と
で
所
作
の
面
も
幽
玄
に
な
る
と
か
の
言
葉
の

用
法
に
つ
い
て
注
意
し
た
後
、
よ
き
能
の
条
件
や
悪
き
能
の
具

体
例
に
言
及
し
、
最
後
は
「
又
、
一
切
の
事
に
相
応
な
く
ば
成

就
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
観
点
か
ら
、
演
者
と
作
品
と
演
能
効

呆
の
関
係
を
「
相
応
」
の
語
で
説
明
し
、
「
不
審
な
を
残
れ
り
」

と
疑
問
を
残
し
た
形
で
結
ん
で
い
る
。

「
花
修
」
第
1
条
の
本
論
は
、
「
よ
き
能
の
作
り
方
と
よ
き
能
の
条

件
」
を
説
明
し
た
部
分
で
終
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
た
ゞ
し
、
こ
、
に
様
あ
り
」
で
は
じ
ま
る
「
悪

き
能
の
具
体
例
」
に
言
及
し
て
い
く
部
分
以
降
は
増
補
と
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
「
悪
き
能
の
具
体
例
」
は
、
「
此
心
、
ニ

の
巻
の
物
狂
の
段
に
申
た
り
」
と
文
を
結
ん
で
い
る
。
「
二
の
巻
の

物
狂
の
段
」
と
は
「
物
学
条
々
」
の
「
物
狂
」
の
後
半
の
「
又
云
」

で
始
ま
る
増
補
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
の
増
補
後
に
「
花
修
」
の

「
た
ゞ
し
、
こ
、
に
様
あ
り
」
以
下
の
文
章
が
書
か
れ
た
と
い
う
特

殊
な
状
況
下
に
成
立
し
た
増
補
記
事
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
「
又
、
一
切
の
事
に
相
応
な
く
ば
成
就
あ
る
べ
か

ら
ず
」
以
降
は
、
「
成
就
」
「
花
の
公
案
」
と
い
う
禅
林
用
語
を
交
え

て
、
は
じ
め
の
本
論
と
は
口
調
が
変
わ
っ
た
文
章
で
あ
り
、
執
筆
時

期
の
ず
れ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
花
修
」
第
3
条
は
、
は
じ
め
の

20
行
で
「
強
き
・
幽

玄
」
を
「
弱
き
・
荒
き
」
と
対
比
さ
せ
つ
つ
本
論
を
詳
説
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
た
ゞ
し
、
心
得
べ
き
事
あ
り
」
で
は
じ

ま
る

8
行
は
増
補
記
事
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
表
氏
も
「
世
阿

弥
禅
竹
』
の
頭
注
で
、
「
「
た
ゞ
し
、
心
得
べ
き
事
あ
り
」
以
下
八

行
は
前
後
と
や
や
離
れ
た
論
。
後
に
強
ま
っ
た
世
阿
弥
の
幽
玄
尊
重

が
、
観
客
側
の
幽
玄
愛
好
の
気
風
を
お
い
か
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た

事
が
推
測
さ
れ
る
」
と
、
そ
の

8
行
の
特
殊
性
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
が
、
「
別
紙
口
伝
」
中
の
文
章
な
ら
、
増
補
の
可
能
性
を
表
氏

が
指
摘
さ
れ
る
箇
所
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
重
田
み

ち
氏
も
平
成
十
五
年
七
月
十
三
日
の
六
麓
会
の
例
会
で
該
部
分
が
増

補
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

【
「
物
学
条
々
」
の

3
例
の
「
但
」
の
特
異
性
】

最
後
に
、
「
物
学
条
々
」
の

3
例
の
「
但
」
に
つ
い
て
検
討
す
る

が
‘
[
法
師
]
の
条
は
「
但
、
賦
物
に
よ
り
て
、
思
ひ
の
外
の
手
数

の
入
事
も
あ
る
べ
し
」
で
あ
り
‘
[
修
羅
]
と
[
神
]
の
条
は
第
一
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節
で
紹
介
し
た
が
、
「
但
、
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花

鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
た
面
白
し
。

．．．
 

（
中
略
）
…
曲
舞
が
か
り
あ
ら
ば
、
少
し
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
、

よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
と
「
但
、
は
た
と
変
れ
る
本
意
あ
り
。
神
は
舞

が
か
り
の
風
情
に
よ
ろ
し
。
鬼
に
は
更
に
舞
が
か
り
の
便
り
あ
る
ま

じ
」
で
あ
る
。

伊
藤
正
義
氏
は
『
中
世
評
論
集
』
の
「
風
姿
花
伝
」
の
注
釈
で
、

「
「
た
ゞ
し
」
は
、
…
（
中
略
）
…
物
学
条
々
で
も
、
法
師
に
一
例
、

つ
づ
い
て
修
羅
二
例
、
次
の
神
に
一
例
。
修
羅
を
中
心
と
し
て
そ
の

前
後
に
集
中
し
、
世
阿
弥
の
表
現
意
識
と
用
語
選
択
に
一
時
的
傾
向

を
み
せ
て
い
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
氏
は
四
巻
本
「
花
伝
l

を
使
用
し
て
お
ら
れ
る
の
で
「
修
羅
」
に
2
例
と
さ
れ
た
が
、
五
巻

本
『
花
伝
』
で
は
「
修
羅
」
の
「
但
」
は

1
例
で
あ
る
。

伊
藤
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
「
物
学
条
々
」
で
は
‘
[
法
師
]
[
修

羅
]
[
神
]
の
条
の

3
条
は
連
続
し
て
い
る
。
ま
ず
、
右
記
「
法
師
」

の
例
は
、
表
氏
に
よ
っ
て
後
年
増
補
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る

（
「
『
花
伝
l

か
ら
『
風
姿
花
伝
」
へ
の
本
文
改
定
」
）
。
そ
の
理
由
は
「
賦

物
」
の
語
が
『
拾
玉
得
花
』
と
こ
こ
に
の
み
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
『
拾
玉
得
花
」
は
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
六
月
年
記
の
伝

書
で
あ
る
か
ら
表
氏
説
は
十
分
納
得
出
来
る
。

右
記
「
修
羅
」
の
例
は
、
味
方
健
氏
が
、
「
「
源
平
な
ど
の
名
の
あ

る
人
」
の
部
分
は
、
た
ぶ
ん
奥
害
の
年
記
よ
り
の
ち
に
書
き
込
ま
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
詳
し
い
理
由
を
説
明
は
し
て
お
ら
れ
な
い

が
増
補
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
お
ら
れ
る
（
「
修
羅
の
系
譜
」
）
。

さ
ら
に
、
世
阿
弥
作
修
羅
能
を
前
提
に
「
物
学
条
々
」
の
[
修
羅
]

の
条
を
み
て
み
る
と
、
但
し
書
き
の
「
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
」

を
主
人
公
に
し
た
能
に
つ
い
て
の
論
が
本
論
で
あ
り
、
は
じ
め
の

「
よ
く
す
れ
ど
も
面
白
き
所
稀
な
」
能
に
関
す
る
本
論
が
過
去
の
古

修
羅
に
言
及
す
る
但
し
書
き
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
よ
う
な
本
文
で

あ
る
こ
と
も
、
但
し
書
き
部
分
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

こ
の
状
況
は
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ

り
、
世
阿
弥
作
の
脇
能
を
前
提
に
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
を
み

て
み
る
と
、
但
し
書
き
の
「
舞
が
か
り
」
の
神
の
能
に
関
す
る
論
が

本
論
で
、
「
鬼
が
か
り
」
の
神
の
能
に
関
す
る
本
論
が
世
阿
弥
以
前

の
神
能
に
言
及
す
る
但
し
書
き
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
よ
う
な
本
文

で
あ
る
こ
と
も
、
但
し
書
き
部
分
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

以
上
、
「
花
修
」
と
「
別
紙
口
伝
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
各
2
例

の
「
但
」
と
「
物
学
条
々
」
[
法
師
]
と
[
修
羅
]
の
条
に
使
用
さ

れ
て
い
る
「
但
」
の
合
計
6
例
の
増
補
の
可
能
性
、
さ
ら
に
「
物
学

条
々
」
の
[
法
師
]
[
修
羅
]
[
神
]
の
連
続
3
条
の
「
但
」
と
い
う

「
世
阿
弥
の
表
現
意
識
と
用
語
選
択
に
お
け
る
一
時
的
傾
向
」
か
ら

判
断
し
て
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
の
「
但
」
の
増
補
の
可
能
性
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は
き
わ
め
て
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
世
阿
弥
作
の
修

羅
能
や
脇
能
の
視
点
か
ら
「
物
学
条
々
」
の
[
修
羅
]
と
[
神
]
の

条
を
み
て
み
る
と
、
但
し
書
き
が
本
論
で
あ
り
、
は
じ
め
の
本
論
が

但
し
書
き
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
よ
う
な
本
文
で
あ
る
こ
と
も
、
但

し
書
き
部
分
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
物
学
条
々
」
の
[
神
]
に
お
け
る
増
補
の

問
題
（
そ
の
二
）
ー
「
舞
が
か
り
」
を
め
ぐ
っ
て
ー

こ
の
節
で
は
、
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
世
阿
弥
に
と
っ
て
も
特
殊

な
用
語
が
使
用
さ
れ
た
の
が
応
永
七
年
以
降
で
あ
る
こ
と
を
、
「
物

学
条
々
」
の
[
老
人
]
と
[
修
羅
]
の
条
の
例
が
後
年
の
増
補
で
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
‘
[
神
]
の
条
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
伝
書
に
み

ら
れ
る
「
脇
の
猿
楽
・
脇
の
能
」
に
お
け
る
歌
舞
や
「
神
の
舞
」
自

体
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
し

て
み
た
い
。

は
じ
め
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
伝
書
で
「
舞
が
か
り
」
と

い
う
用
語
は
、
「
花
伝
』
「
物
学
条
々
」
の
[
老
人
]
[
修
羅
]
[
神
]

の
3
箇
条
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
用
語
で
あ
り
、
し
か
も

[
老
人
]
と
[
修
羅
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
は
後
年

に
増
補
さ
れ
た
と
い
う
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
前
掲
の
[
老
人
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
は

表
章
氏
に
よ
り
後
年
の
増
補
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
応
永

十
年
代
半
ば
以
降
に
使
用
し
は
じ
め
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
禅
の
用

語
で
あ
る
「
公
案
」
の
語
を
含
む
こ
と
、
老
人
の
物
ま
ね
に
つ
い
て

「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
で
「
物
学
条
々
」
よ
り
も
詳
細
な
老
人
の
物

ま
ね
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
「
花
伝
ノ
花
ノ
段
」
や

「
物
マ
ネ
ノ
鬼
ノ
段
」
に
言
及
す
る
条
が
「
卜
書
ケ
ル
」
「
卜
申
シ
タ

ル
」
な
ど
の
文
言
で
以
前
に
書
い
た
こ
と
の
再
言
で
あ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
は
老
人
の
物

ま
ね
を
は
じ
め
て
論
じ
る
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
こ
と
、
な

ど
に
よ
り
、
「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
の
論
が
先
行
し
、
そ
の
要
点
を

[
老
人
]
の
条
の
末
に
増
補
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
十
分
納
得
で
き
る
説
で
あ
る
（
「
「
花
伝
』
か
ら
「
風
姿
花
伝
」

へ
の
本
文
改
訂
」
）
。
し
た
が
っ
て
、
世
阿
弥
が
老
人
に
お
け
る
歌
舞

の
重
要
性
に
気
づ
い
た
の
は
応
永
七
年
以
降
で
あ
り
、
老
人
は
応
永

七
年
に
は
「
舞
が
か
り
」
の
演
技
を
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

U
修
羅
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
の
増
補
を
め
ぐ
っ
て
】

つ
ぎ
に
‘
[
修
羅
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分
は
、
味

方
健
氏
に
よ
り
「
「
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
」
の
部
分
は
、
た
ぶ

ん
奥
書
の
年
記
よ
り
の
ち
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
、

後
年
の
増
補
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
修
羅
の
系
譜
」
）
。
し
か
し
な

が
ら
、
味
方
氏
は
詳
し
い
理
由
説
明
を
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
、
あ
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ら
た
め
て
そ
の
理
由
を
考
え
て
お
き
た
い
。

第
一
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
‘
[
修
羅
]
の
条
の
「
曲
舞
が
か
り

あ
ら
ば
、
少
し
舞
が
か
り
の
手
づ
か
ひ
、
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
に
つ

い
て
、
伊
藤
正
義
氏
は
「
曲
中
に
曲
舞
風
の
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、

多
少
舞
風
の
手
ぶ
り
な
の
が
適
当
だ
ろ
う
」
と
訳
さ
れ
、
表
氏
は

「
音
曲
に
曲
舞
風
の
点
が
あ
る
の
な
ら
、
少
々
は
舞
の
系
統
の
手
ぶ

り
が
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
か
ろ
う
」
と
訳
さ
れ
、
味
方
氏
は
「
〈
ク
セ
〉

を
立
っ
て
舞
う
と
す
れ
ば
、
舞
が
か
り
の
手
づ
か
い
が
ベ
タ
ー
で
あ

ろ
う
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
味
方
氏
の
訳
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
伊
藤
氏
の
「
曲
中
に
曲
舞
風
」
や
表
氏
の
「
音
曲

に
曲
舞
風
」
に
関
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ク
セ
以
外
の
一
セ

イ
や
サ
シ
や
上
歌
や
下
歌
が
「
曲
舞
風
」
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

「
曲
舞
風
」
と
称
さ
れ
る
部
分
は
ク
セ
の
他
に
は
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。「

曲
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
は
世
阿
弥
伝
書
で
も
「
物
学
条
々
」

と
「
音
曲
口
伝
」
だ
け
で
あ
り
、
「
三
道
』
「
五
音
j

「
申
楽
談
儀

j

で
は
ク
セ
の
こ
と
を
「
曲
舞
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
北
朝

期
に
流
行
し
た
芸
能
の
「
曲
舞
」
は
『
三
道
』
で
は
「
道
の
曲
舞
」
、

『
五
音
』
で
も
「
道
ノ
曲
舞
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
応
永
二
十
年
後
七
月
十
一
日
の
年
記
を
も
つ
世
阿
弥
の
自

筆
能
本
《
難
波
梅
》
の
ク
セ
の
詞
章
の
冒
頭
に
は
「
ク
セ
マ
イ
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
応
永
二
十
年
頃
に
能
の
ク
セ
を
世
阿
弥
が

「
ク
セ
マ
イ
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
音
曲
口
伝
」
は
音
曲
面
よ
り
「
曲
舞
」
と
只
音
曲

（
只
謡
）
の
区
別
を
説
く
伝
書
で
あ
り
、
「
道
の
曲
舞
」
よ
り
観
阿
弥

が
猿
楽
の
能
に
導
入
し
た
「
白
韻
の
曲
舞
」
か
ら
は
じ
ま
る
音
曲
を

「
曲
舞
」
と
称
し
て
お
り
、
ま
た
拍
子
・
リ
ズ
ム
が
主
体
の
「
曲
舞

風
」
の
音
曲
を
「
曲
舞
が
か
り
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
伝
書
上
は
応
永
二
十
六
年
六
月
頃
ま
で
は
、
ク
セ
部
分
の
音
曲

を
世
阿
弥
は
「
曲
舞
が
か
り
」
と
表
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
当
の
「
曲
舞
」
で
は
な
い
、
能
に
取
り
入
れ
ら

れ
ら
れ
た
「
曲
舞
風
」
の
ク
セ
は
、
遅
く
と
も
応
永
二
十
年
頃
に
能

本
に
は
「
ク
セ
マ
イ
」
と
記
入
さ
れ
た
が
、
伝
書
上
は
応
永
二
十
六

年
六
月
頃
ま
で
は
「
曲
舞
が
か
り
」
と
表
現
さ
れ
、
応
永
三
十
年
に

は
す
で
に
「
曲
舞
」
は
ク
セ
を
指
す
用
語
に
定
着
し
、
本
当
の
「
曲

舞
」
は
「
道
の
曲
舞
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
‘
[
修
羅
]
の
条
の
「
曲
舞
が
か
り
あ
ら
ば
、
舞
が
か
り
の

手
づ
か
ひ
、
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
に
つ
い
て
は
味
方
氏
の
「
〈
ク
セ
〉

を
立
っ
て
舞
う
と
す
れ
ば
、
舞
が
か
り
の
手
づ
か
い
が
ベ
タ
ー
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
理
解
が
妥
当
で
あ
り
‘
[
修
羅
]
の
条
の
「
舞
が
か

り
」
は
「
ク
セ
の
舞
」
で
あ
り
、
八
罵
正
治
氏
が
想
定
さ
れ
る
よ
う

な
「
舞
誕
生
前
の
舞
と
働
キ
の
中
間
形
態
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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つ
ぎ
に
、
修
羅
能
の
舞
グ
セ
の
形
成
過
程
よ
り
「
物
学
条
々
」

[
修
羅
]
の
条
の
但
し
書
き
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

て
お
き
た
い
。

三
宅
晶
子
氏
は
「
世
阿
弥
の
物
ま
ね
論
」
（
「
中
世
文
学
j

四
二
号
、

平
成
九
年
六
月
）
で
、
舞
曲
舞
（
舞
グ
セ
）
の
形
成
過
程
を
詞
章
の
分

析
を
通
じ
て
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
三
宅
氏
は
、
〈
通

盛
》
は
、
「
夢
幻
能
成
立
前
後
の
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
舞
踊
的
性

格
で
な
い
所
作
を
演
じ
る
曲
舞
」
で
あ
る
こ
と
、
《
清
経
》
は
、

「
表
意
的
所
作
を
生
む
言
葉
を
多
用
し
つ
つ
、
所
作
に
優
雅
な
美
し

さ
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
、
花
鳥
風
月
に
事
寄
せ
た
叙
景
や
比
喩
的
表

現
を
、
適
度
に
配
置
」
し
、
「
舞
が
か
り
の
曲
舞
が
誕
生
し
て
い
る
」

こ
と
、
《
敦
盛
〉
は
、
「
言
葉
の
流
れ
を
重
視
し
た
作
詞
」
が
さ
ら

に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
行
動
を
表
す
言
葉
は
少
な
く
、
「
し
か

も
そ
れ
ら
は
情
景
描
写
に
直
結
し
て
い
る
」
こ
と
、
所
作
は
「
多
重

の
意
味
を
持
た
さ
れ
、
暖
味
で
暗
示
的
な
表
現
」
と
な
る
こ
と
、

「
美
し
く
整
え
ら
れ
た
定
型
的
な
舞
方
が
あ
れ
ば
、
そ
の
型
が
抵
抗

な
く
活
用
で
き
る
詞
章
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
〈
敦
盛
》
で

す
で
に
舞
曲
舞
の
定
型
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ

る。
一
方
、
筆
者
は
、
「
能
の
ク
セ
詞
章
の
性
格
と
そ
の
変
遷
ー
世
阿

弥
の
能
作
の
編
年
的
位
置
づ
け
の
た
め
に
ー
」
（
「
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
」
第
二
十

号
、
平
成
十
五
年
一
二
月
）
で
、
三
宅
氏
の
右
記
「
世
阿
弥
の
物
ま
ね
論
」

に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
本
的
に
は
基
づ
く
が
、
数
値
化
し
て
評
価

で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
新
し
く
加
え
た
、
能
の
ク
セ
の
詞
章
の
分
析

方
法
を
新
し
く
提
案
し
、
観
阿
弥
よ
り
信
光
に
い
た
る
五
十
曲
の
ク

セ
の
詞
章
を
分
析
し
た
。
こ
の
中
で
、
三
宅
氏
の
分
析
し
て
お
ら
れ

な
い
《
実
盛
》
の
ク
セ
の
詞
章
構
造
が
《
通
盛
》
と
ほ
と
ん
ど
同
じ

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

《
実
盛
》
の
ク
セ
は
現
行
曲
は
舞
グ
セ
で
あ
る
が
、
『
童
舞
抄
』

（
『
下
間
少
進
集
ー
』
西
野
春
雄
校
訂
、
能
楽
資
料
集
成
1
、
昭
和
四
十
八
年

四
月
）
に
よ
る
と
、
「
又
実
盛
が
と
云
時
立
。
此
曲
舞
を
ま
ふ
事
、

他
流
に
は
稀
な
り
。
金
春
方
に
は
腰
を
か
く
る
事
、
自
然
の
儀
也
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
金
春
流
以
外
で
は
床
机
に
掛
け
て
、
ク
セ
を

舞
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
金
春
流
で
は
ク
セ
で
床
机
に
掛
け

る
の
は
自
然
の
（
め
っ
た
に
な
い
）
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
下

間
少
進
の
時
代
の
演
出
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
時
代
の
《
実
盛
》
の
ク
セ
が
舞
わ
れ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
が
、
早
く
に
上
掛
り
で
は
ク
セ
は
舞
わ
れ
ず
、

〈
頼
政
〉
の
よ
う
に
床
机
に
座
っ
た
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
、
《
実
盛
〉
の
ク
セ
の
詞
章
構
造
は
そ
の
よ
う
な
演
出
を
可
能
と

す
る
ほ
ど
舞
踊
的
性
格
が
少
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
修
羅
能
の
ク
セ
詞
章
の
舞
曲
舞
化
の
進
展
度
か
ら

考
え
る
と
、
〈
通
盛
》
〈
実
盛
〉
↓
《
清
経
》
↓
《
敦
盛
》
と
い
う

順
に
進
展
し
た
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
事
実
は
、
《
実
盛
》
が
『
満
済
准
后
日
記
」
の
応
永
二
十
一

年
五
月
十
一
日
条
の
記
事
に
よ
り
応
永
二
十
一
年
こ
ろ
に
作
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
「
謡
曲
に
お
け
る
作
者
お
よ
び
製
作
時
期
考
定
の

問
題
ー
実
盛
の
成
立
ー
」
市
村
宏
『
文
学
論
叢
』
（
東
洋
大
学
）
六
、
昭
和

三
十
二
年
二
月
）
、
「
物
学
条
々
」
[
修
羅
]
の
条
の
「
但
ヽ
源
平
な
ど

の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、

何
よ
り
も
ま
た
面
白
し
。
是
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」

の
表
現
が
《
通
盛
》
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
は
と

う
て
い
思
え
ず
、
少
な
く
と
も
《
清
経
》
は
成
立
し
て
い
た
口
ぶ
り

で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
世
阿
弥
が
修
羅
に
お
け

る
歌
舞
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
の
は
応
永
七
年
以
降
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
‘
[
修
羅
]
の
条
の
但
し
書
き
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ

と
、
し
か
も
そ
の
増
補
の
時
期
は
応
永
二
十
一
年
以
降
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
神
の
「
舞
が
か
り
」
の
増
補
を
め
ぐ
っ
て
】

し
た
が
っ
て
、
残
る
[
神
]
の
条
の
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分

も
増
補
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幸
い
世
阿

弥
伝
書
の

I

花
伝
』
と
「
花
習
内
抜
書
』
に
は
、
神
の
能
で
あ
る

「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
の
記
述
が

11
例
も
あ
り
、
そ
の
中
に
は

「
脇
の
能
」
と
歌
舞
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
の

で
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
に
お
け
る
歌
舞
の
記
述
の
変
化
を
検

討
し
、
応
永
七
年
段
階
で
は
世
阿
弥
が
「
脇
の
能
」
に
お
け
る
歌
舞

の
重
要
性
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
「
年
来
稽
古
条
々
」
[
七
歳
]
の
条
や
「
問
答
条
々
」
第
ー

条
で
は
「
脇
の
申
楽
」
が
「
当
日
の
最
初
の
能
」
と
い
う
意
味
で
使

用
さ
れ
、
祝
言
神
能
を
意
味
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
（
『
世
阿
弥

禅
竹
』
）
。

し
か
し
、
「
問
答
条
々
」
第
2
条
は
‘
-
H
の
能
の
序
破
急
を
説

＜
条
で
あ
る
が
、
「
先
、
脇
の
申
楽
に
は
、
い
か
に
も
本
説
正
し
き

事
の
、
し
と
や
か
な
る
が
、
さ
の
み
に
細
か
に
な
く
、
音
曲
・
は
た

ら
き
も
大
か
た
の
風
体
に
て
、
す
る
す
る
と
、
安
く
す
べ
し
。
第
一
、

祝
言
な
る
べ
し
。
い
か
に
よ
き
脇
の
申
楽
な
り
と
も
、
祝
言
欠
け
て

は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
た
と
ひ
能
は
少
し
次
な
り
と
も
、
祝
言
な
ら

ば
苦
し
か
る
ま
じ
。
こ
れ
、
序
な
る
が
ゆ
へ
な
り
」
と
、
「
脇
の
申

楽
」
に
お
け
る
「
本
説
正
し
き
事
」
や
「
祝
言
」
の
重
要
性
が
説
か

れ
て
い
て
、
こ
の
「
脇
の
申
楽
」
が
祝
言
神
能
を
意
味
し
て
い
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
歌
舞
」
に
つ
い
て
は
「
音

曲
・
は
た
ら
き
も
大
か
た
の
風
体
に
て
、
す
る
す
る
と
、
安
く
す
べ

し
」
と
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
、
「
祝
言
」
を
三
度
も
強
調
し
、
「
歌

舞
」
よ
り
も
「
祝
言
」
を
重
視
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
「
花
修
」
第
1
条
に
も
、
「
大
か
た
の
風
体
、
序
破
急
の

段
に
見
え
た
り
。
こ
と
さ
ら
、
脇
の
申
楽
、
本
説
正
し
く
て
、
開
口

よ
り
、
そ
の
謂
れ
と
、
や
が
て
人
の
知
る
ご
と
く
な
ら
ん
ず
る
来
歴

を
書
く
べ
し
。
さ
の
み
に
細
か
な
る
風
体
を
尽
く
さ
ず
と
も
、
大
か
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た
の
か
、
り
直
に
下
り
た
ら
ん
が
、
指
寄
花
々
と
あ
る
や
う
に
、
脇

の
申
楽
を
ば
書
く
べ
し
。
又
、
番
数
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
も
い

か
に
も
、
言
薬
・
風
体
を
尽
く
し
て
、
細
か
に
書
く
べ
し
」
と
、

「
本
説
正
し
く
」
と
か
「
か
、
り
直
に
下
る
」
こ
と
は
説
か
れ
て
い

る
が
、
「
脇
の
申
楽
」
に
お
け
る
「
歌
舞
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は

明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
後
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
世

阿
弥
の
舞
の
理
論
自
体
は
「
初
期
花
伝
」
の
段
階
よ
り
も
「
花
修
」

の
方
が
進
展
し
て
い
る
か
ら
、
「
花
修
」
時
点
の
「
脇
の
申
楽
」
に

お
け
る
「
歌
舞
」
の
位
置
づ
け
が
ま
だ
大
き
く
な
い
こ
と
が
伺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
『
花
習
内
抜
書
』
（
応
永
二
十
五
年
二
月
十
七
日
年
記
）
の

「
能
序
破
急
事
」
は
、
「
脇
ノ
能
、
序
ナ
リ
。
直
ナ
ル
能
ノ
、
サ
ノ
ミ

二
細
カ
ニ
ナ
ク
、
祝
言
ナ
ル
ガ
、
正
シ
ク
下
リ
タ
ル
カ
、
リ
ナ
ル
ベ

シ
。
態
ハ
タ
ゞ
歌
舞
バ
カ
リ
ナ
ル
ベ
シ
。
歌
舞
ワ
コ
ノ
道
ノ
本
体
ナ

ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
、
歌
舞
ヲ
以
テ
、
序
ノ
能
ト
ス
ベ
シ
。
二
番
目
ノ

能
ワ
、
脇
ノ
申
楽
二
変
リ
タ
ル
風
情
ノ
、
本
説
正
シ
ク
テ
、
強
々
ト

シ
タ
ラ
ン
ガ
、
シ
ト
ヤ
カ
ナ
ラ
ン
ヲ
ス
ベ
シ
」
と
「
脇
の
能
」
を
認

識
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
「
脇
の
能
」
は
「
直
ナ
ル
能
・
細
カ
ニ
ナ

ク
・
祝
言
・
正
シ
ク
下
リ
タ
ル
カ
、
リ
」
の
要
素
以
外
に
、
「
態
ハ

夕
ゞ
歌
舞
バ
カ
リ
ナ
ル
ベ
シ
」
「
歌
舞
ワ
コ
ノ
道
ノ
本
体
ナ
ル
ベ
シ
」

「
歌
舞
ヲ
以
テ
、
序
ノ
能
ト
ス
ベ
シ
」
と
「
歌
舞
」
の
要
素
を
強
調

す
る
と
い
う
進
歩
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
花
習
内

「
序
破
急
之
事
」

の

抜
書
』
の
記
述
が
基
に
な
っ
て
い
る
『
花
鏡
』

記
述
も
ほ
と
ん
ど
右
記
と
同
文
で
あ
る
。

以
上
に
整
理
し
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
節
で
新
し
く
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、

「
問
答
条
々
」
第
2
条
と
「
花
修
」
第
1
条
と
『
花
習
内
抜
書
』
の

3
回
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
の
必
要
要
件
に
つ
い
て
言
及
す
る

機
会
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
に
お
け

る
「
歌
舞
」
の
重
要
性
に
言
及
す
る
の
は
、
最
も
成
立
年
代
の
新
し

い
『
花
習
内
抜
書
」
が
は
じ
め
て
あ
る
と
い
う
事
実
が
神
に
お
け
る

歌
舞
の
編
年
的
基
準
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
に
た
い
し
て
は
、
「
問
答
条
々
」
第

2
条
と
「
花
修
」

第
1
条
は
「
歌
舞
」
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
条
で
は
な
い
か
ら
神
の

「
歌
舞
」
に
つ
い
て
世
阿
弥
が
た
ま
た
ま
言
及
し
な
か
っ
た
だ
け
で

は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

右
の

3
箇
条
の
引
用
部
分
は
、
い
ず
れ
も
序
破
急
を
論
じ
て
い
る
条

（
「
問
答
条
々
」
第
2
条
と
「
花
習
内
抜
書
」
）
、
ま
た
は
、
序
破
急
の
段

に
言
及
し
て
い
る
部
分
（
「
花
修
」
第
1
条
）
に
お
い
て
、
そ
の
序
と

し
て
の
「
脇
の
能
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
が
あ
り
、
同
じ
観
点
で
比
較
分
析
で
き
る
条
件
を
も
っ
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
花
習
内
抜
書
j

も
本
来
、

じ
て
い
る
条
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
歌
舞
」
に
つ
い
て
論

「
態
ハ
タ
ゞ
歌
舞
バ
カ
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リ
ナ
ル
ベ
シ
」
「
歌
舞
ワ
コ
ノ
道
ノ
本
体
ナ
ル
ベ
シ
」
「
歌
舞
ヲ
以
テ
、

序
ノ
能
ト
ス
ベ
シ
」
と
表
現
を
替
え
な
が
ら
、
三
度
も
「
歌
舞
」
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
一
方
、
「
脇
の
能
」
で
重
視
さ
れ
る

「
本
説
正
し
」
は
「
直
ナ
ル
能
（
「
花
鏡
」
は
「
直
ナ
ル
本
説
」
）
」
と
な

っ
て
い
る
し
、
「
祝
言
」
は

1
箇
所
で
「
祝
言
ナ
ル
ガ
」
と
言
及
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
実
態
は
、
右
の

3
箇
条
に
お
け
る
「
歌

舞
」
の
位
置
づ
け
に
明
ら
か
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
、
伝
書
上
は

『
花
習
内
抜
書
』
で
は
じ
め
て
「
脇
の
能
」
で
の
「
歌
舞
」
の
重
要

性
が
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
「
物
学
条
々
」
や
「
花
修
」
で
は
「
脇
の
能
」
で
の

「
歌
舞
」
の
重
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性

が
非
常
に
高
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
の
但
し
書
が
「
初
期

花
伝
」
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
初
期
花
伝
」
の
段
階
で
、
「
神
は
舞
系
統
の
演
技
に
適
し
て
い
る
が
、

鬼
に
は
舞
系
統
の
演
技
の
手
が
か
り
が
ま
っ
た
く
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
認
識
し
て
い
た
の
な
ら
、
「
問
答
条
々
」
第
2
条
と
「
花
修
」
第

1
条
に
お
い
て
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
に
お
け
る
「
歌
舞
」
の

重
要
性
に
言
及
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
世
阿
弥
は
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
と
「
歌
舞
」
の

関
係
だ
け
で
な
く
、
神
の
舞
自
体
に
つ
い
て
も
伝
書
に
言
及
し
て
い

る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
、
応
永
七
年
時
点
で
神
が
舞
を
舞

う
こ
と
が
あ
り
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

応
永
七
年
の
「
物
学
条
々
」
の
段
階
で
は
、
物
ま
ね
の
類
型
は
女
、

老
人
、
直
面
、
物
狂
、
法
師
、
修
羅
、
神
、
鬼
、
唐
事
の
九
種
類
に

分
類
さ
れ
て
い
て
、
と
く
に
神
と
老
人
は
別
風
体
で
あ
り
、
神
は
む

し
ろ
鬼
と
関
係
が
深
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
至
花
道
』
（
応
永
二
十
七

年
六
月
奥
書
）
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
こ
と
の
上
果
の
芸
風
に
至
る
べ
き
入
門
は
、
三
体
の
み
也
。

老
体
・
女
体
・
軍
体
、
是
一
一
一
也
。
…
（
中
略
）
・
：
神
さ
び
閑
全

な
る
よ
そ
を
ひ
は
、
老
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
幽
玄
み
び
た
る

よ
し
か
、
り
は
、
女
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
身
動
足
踏
の
生
曲

は
、
軍
体
の
用
風
よ
り
出
で
て
、
意
中
の
景
、
を
の
れ
と
見
風

に
あ
ら
は
る
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
『
至
花
道
』
に
お
い
て
は
、
「
二
曲
三
体
」
説
に
よ
っ

て
理
論
が
体
系
化
さ
れ
、
能
の
類
型
は
老
体
・
女
体
・
軍
体
の
三
体

に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
老
体
は
神
と

緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
説
か
れ
、
神
は
老
体
の
応
用
か
ら
生
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
二
曲
三
体
人
形
図
」
（
応
永
二
十
八
年
七
月
年
記
）
に
お

い
て
は
、
「
老
体
・
老
舞
」
の
条
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

一
、
老
体
・
老
舞
、
一
一
一
体
之
初
。
…
（
中
略
）
・
・
・
三
体
之
人
形

老
体
是
者
、
衣
装
を
と
、
の
へ
て
よ
か
る
べ
き
、
そ
の
髄
体
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也
。
此
人
体
を
能
々
心
見
し
て
、
立
ふ
る
ま
う
べ
し
。
花
鏡
云

「
先
其
物
能
成
、
去
其
態
能
似
」
。
是
に
有
り
。
忘
る
べ
か
ら
ず
。

閑
心
遠
目
。
老
舞
此
風
、
こ
と
に
大
事
也
。
体
者
閑
全
に

て
、
遊
風
を
な
す
所
、
老
木
花
之
開
如
。
閑
心
を
舞
風
に
連
続

可
為
。

老
尼
、
老
女
同
ジ
。
神
差
、
閑
全
用
風
出
所
。

こ
こ
で
も
傍
線
部
の
よ
う
に
神
の
神
々
し
い
風
体
お
よ
び
そ
の
舞

は
老
体
・
老
舞
の
応
用
風
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
神
の
舞
が
老
舞
の
応
用
風
で
あ
り
、
前
掲
の
よ
う
に
老

体
の
舞
が
応
永
七
年
に
舞
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
よ
り
、
神
の
舞

も
応
永
七
年
に
は
舞
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
前
記
の
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
と
「
歌
舞
」
と
の
関
係

に
言
及
す
る
応
永
二
十
五
年
二
月
の
「
花
習
内
抜
書
』
と
神
と
老
体

が
結
び
つ
け
ら
れ
る
応
永
二
十
七
年
六
月
の
「
至
花
道
』
、
さ
ら
に

神
の
舞
と
し
て
の
老
舞
に
言
及
す
る
応
永
二
十
八
年
七
月
の
「
二
曲

三
体
人
形
図
j

と
、
応
永
二
十
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
神
を
主
人
公

と
す
る
「
脇
の
申
楽
」
に
「
歌
舞
」
が
重
視
さ
れ
、
「
老
舞
」
の
応

用
風
の
舞
を
神
に
舞
わ
せ
る
工
夫
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
が
伝
書
上
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
演
上
は
伝
書
に
定
着
す
る
よ
り
も
早
く
、
神
は
舞

を
舞
い
は
じ
め
た
で
あ
ろ
う
が
、
十
八
年
以
上
も
前
（
応
永
七
年
以

前
）
か
ら
神
が
舞
を
舞
っ
て
い
た
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
節
で
は
「
物
学
条
々
」
で
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず

そ
の
た
め
に
「
何
々
が
か
り
」
と
い
う
世
阿
弥
の
用
語
の
実
態
を
検

四

「
舞
が
か
り
」
が
意
味
す
る
も
の

応
永
七
年
時
点
で
は
、
「
花
伝
j

に
お
い
て
神
と
老
人
は
別
個
の

風
体
で
あ
り
、
神
は
「
此
物
ま
ね
は
鬼
が
か
り
也
。
な
に
と
な
く
怒

れ
る
よ
そ
ほ
ひ
あ
れ
ば
、
神
体
に
よ
り
て
、
鬼
が
か
り
に
な
ら
ん
も

苦
し
か
る
ま
じ
」
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
神
は
鬼
と
の
関
係
が
強
く

意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鬼
は
舞
で
は
な
く
、
ハ
タ
ラ

キ
を
専
ら
と
し
た
か
ら
、
応
永
七
年
時
点
の
神
は
舞
を
舞
わ
ず
、
鬼

と
同
じ
よ
う
に
ハ
タ
ラ
キ
を
専
ら
と
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
。
実
際
に
、
〈
金
札
〉
の
よ
う
な
舞
を
舞
わ
な
い
、
ハ
タ
ラ
キ

を
み
せ
る
古
い
神
能
は
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
応
永
七
年
時
点

で
神
が
舞
を
舞
っ
て
い
な
く
て
も
世
阿
弥
伝
書
上
な
ん
ら
矛
盾
点
は

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
[
老
人
]

[
修
羅
]
の
条
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
、
世
阿
弥
伝
書
の
「
脇

の
能
」
と
神
の
舞
に
関
す
る
記
述
よ
り
神
に
歌
舞
が
重
視
さ
れ
た
の

が
応
永
七
年
以
降
と
考
え
ら
れ
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
の
但
し

書
き
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
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討
す
る
。
世
阿
弥
伝
書
に
は
「
曲
舞
が
か
り
」
「
鬼
が
か
り
」
「
女
が

か
り
」
「
修
羅
が
か
り
」
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。

ま
ず
、
「
曲
舞
が
か
り
」
と
は
、
『
音
曲
口
伝
j

に
、
「
亡
父
、
申

楽
の
能
に
曲
舞
を
謡
ひ
出
し
た
り
し
に
よ
り
て
、
こ
の
曲
、
あ
ま
ね

く
も
て
あ
そ
び
し
也
。
白
韻
の
曲
舞
の
曲
、
最
初
な
り
。
去
程
に
、

曲
舞
が
か
り
の
曲
を
ば
、
大
和
音
曲
と
申
付
た
り
」
と
説
い
て
い
る

よ
う
に
、
本
当
の
「
曲
舞
」
（
南
北
朝
期
に
流
行
し
た
芸
能
で
、
白
拍
子

の
流
れ
を
引
き
、
拍
子
を
主
体
と
す
る
音
曲
に
合
わ
せ
て
語
り
舞
っ
た
芸
）

と
同
じ
物
で
は
な
い
が
、
「
曲
舞
風
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
お

前
節
で
は
「
物
学
条
々
」
[
修
羅
]
の
条
の
「
曲
舞
が
か
り
」
を
伊

藤
正
義
氏
や
表
章
氏
が
「
曲
舞
風
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
が
、
味
方

健
氏
の
「
ク
セ
」
と
い
う
意
訳
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

つ
ぎ
に
、
「
鬼
が
か
り
」
は
、
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
の
「
此

物
ま
ね
は
鬼
が
か
り
也
。
な
に
と
な
く
怒
れ
る
よ
そ
ほ
ひ
あ
れ
ば
、

神
体
に
よ
り
て
、
鬼
が
か
り
に
な
ら
ん
も
苦
し
か
る
ま
じ
」
の
よ
う

に
、
「
鬼
」
と
同
じ
物
で
は
な
い
が
、
「
鬼
風
の
演
技
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
女
が
か
り
」
は
、
「
物
学
条
々
」
[
女
]
の
条
の
「
女

が
か
り
、
若
き
為
手
の
た
し
な
み
に
似
合
ふ
事
な
り
。

．．．
 

（中略）

…
た
だ
世
の
常
の
女
が
か
り
は
、
常
に
見
慣
る
る
事
な
れ
ば
、
げ
に

は
た
や
す
か
る
べ
し
。
…
（
中
略
）
…
物
狂
な
ど
の
女
が
か
り
、
扇

に
て
も
あ
れ
、
か
ざ
し
に
て
も
あ
れ
、
い
か
に
も
い
か
に
も
弱
々
と
、

持
ち
定
め
ず
し
て
持
つ
べ
し
。
…
（
中
略
）
…
い
づ
れ
の
物
ま
ね
な

り
と
も
、
仕
立
悪
く
て
は
よ
か
る
べ
き
か
な
れ
ど
も
、
こ
と
さ
ら
女

が
か
り
、
仕
立
を
以
て
本
と
す
」
の
よ
う
に
、
「
女
系
統
の
演
技
、

女
姿
」
の
意
味
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
修
羅
が
か
り
」
は
、
『
三
道
』
の
「
音
曲
な
ど
も
短
か

短
か
と
書
き
て
、
急
を
ば
、
修
羅
が
か
り
の
早
節
に
て
入
べ
し
」
や

『
申
楽
談
儀
』
の
「
道
盛
・
忠
度
・
よ
し
常
、
三
番
、
修
羅
が
か
り

に
は
よ
き
能
也
」
の
よ
う
に
、
修
羅
道
に
落
ち
た
武
士
の
物
ま
ね
で

あ
る
本
当
の
「
修
羅
」
で
は
な
い
が
、
「
修
羅
風
の
能
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
に
、
「
舞
が
か
り
」
と
は
「
本
当
の
舞
」
で

は
な
く
、
「
舞
風
の
演
技
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
演
技
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ

と
考
察
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
音
曲
（
謡
）
舞
あ
る
い
は

舞
事
や
舞
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
な
所
作
を
さ
す
も
の
と
し
て
お

き
た
い
。

こ
こ
で
、
「
舞
が
か
り
」
と
表
現
す
る
と
き
に
想
定
さ
れ
て
い
る

「
本
当
の
舞
」
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
世
阿

弥
が
「
物
学
条
々
」
で
認
識
し
て
い
た
「
本
当
の
舞
」
と
は
、
父
親

の
観
阿
弥
も
舞
っ
た
で
あ
ろ
う
、
曲
舞
女
や
白
拍
子
や
物
狂
い
女
の

舞
う
舞
、
あ
る
い
は
舞
を
舞
う
こ
と
を
専
門
に
す
る
そ
れ
ら
の
人
た

ち
の
舞
う
〈
呂
中
干
舞
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ら
れ
る
。
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な
ぜ
な
ら
ば
、
世
阿
弥
が
、
「
奥
義
」
で
、
「
亡
父
の
名
を
得
し
盛

り
、
静
が
舞
の
能
、
嵯
峨
の
大
念
仏
の
女
物
狂
の
物
ま
ね
、
殊
々
得

た
り
し
風
体
な
れ
ば
天
下
の
褒
美
・
名
望
を
得
し
事
、
世
以
て
隠
れ

な
し
」
と
言
い
、
『
申
楽
談
儀
」
で
も
、
「
先
祖
観
阿
。
「
静
が
舞
の

能
、
嵯
峨
の
大
念
仏
の
女
物
狂
の
能
な
ど
、
こ
と
に
名
を
得
し
、
幽

玄
無
上
の
風
体
也
」
と
、
花
伝
に
も
有
」
と
言
っ
て
い
て
、
観
阿
弥

が
少
な
く
と
も
白
拍
子
の
舞
っ
た
舞
の
物
ま
ね
で
あ
る
幽
玄
無
上
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
舞
を
舞
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

観
阿
弥
の
舞
っ
た
舞
は
舞
事
の
祖
型
（
以
下
、
〈
呂
中
千
舞
〉
が
導
入
さ

れ
る
前
の
舞
事
を
祖
型
と
略
称
）
と
音
曲
（
謡
）
舞
の
両
方
を
含
ん
で

い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
舞
が
か
り
」
を
含
む
部
分

の
増
補
の
時
期
に
は
〈
呂
中
干
舞
〉
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
観
阿
弥
の
舞
っ
た
シ
テ
は
い
ず
れ

も
舞
う
こ
と
、
芸
能
を
す
る
こ
と
を
専
業
と
す
る
人
体
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
阿
弥
の
認
識
し
て
い
た
「
本
当
の
舞
」
と
は
、

舞
う
こ
と
を
専
業
と
す
る
人
体
の
舞
う
舞
と
言
い
替
え
て
も
よ
い
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
物
学
条
々
」
に
お
い
て
「
神
・
老

人
・
修
羅
」
と
い
う
普
通
は
舞
を
舞
う
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
神

体
・
人
体
が
演
じ
る
「
舞
風
の
演
技
」
を
さ
し
て
「
舞
が
か
り
」
と

い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
応
永
七
年
時
点
に
お
い
て
、
神
は
「
お
よ
そ
、
此
物
ま
ね

は
鬼
が
か
り
也
。
な
に
と
な
く
怒
れ
る
よ
そ
ほ
ひ
あ
れ
ば
、
神
体
に

よ
り
て
、
鬼
が
か
り
に
な
ら
ん
も
苦
し
か
る
ま
じ
」
で
あ
り
、
神
は

鬼
風
の
物
ま
ね
で
あ
り
、
幽
玄
性
に
欠
け
る
風
体
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
に
後
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
舞
を
舞
わ

せ
た
の
が
世
阿
弥
で
あ
ろ
う
。
そ
の
初
期
の
段
階
の
神
の
舞
が
「
舞

が
か
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
応
永
七
年
時
点
に
お
い
て
、
修
羅
は
「
こ
れ
又
、
一
体

の
物
な
り
。
よ
く
す
れ
ど
も
、
面
白
き
所
稀
な
り
。
さ
の
み
に
す
ま

じ
き
也
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
鬼
風
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
『
落
書
露
顕
』
の
記
事
の
田
楽
能
「
四
頭
八
足
の
鬼
と
云

ふ
能
」
や
廃
曲
〈
小
林
〉
の
よ
う
な
鬼
風
の
修
羅
能
で
あ
る
（
「
能

と
仏
教
ー
修
羅
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
天
野
文
雄
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭

和
五
十
八
年
十
二
月
）
。
こ
の
よ
う
な
修
羅
能
に
た
い
し
て
世
阿
弥
は

「
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
」

面
白
い
、
座
玄
性
の
あ
る
軍
体
能
を
創
始
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

〈
通
盛
〉
の
改
作
、
応
永
二
十
一
年
頃
の
〈
実
盛
〉
を
経
て
、
ク
セ

の
詞
章
を
さ
ら
に
幽
玄
化
、
舞
グ
セ
化
し
て
、
〈
清
経
〉
〈
敦
盛
〉

を
作
能
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
清
経
〉

《
敦
盛
一
の
段
階
で
の
舞
グ
セ
が
「
舞
が
か
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
応
永
七
年
時
点
に
お
い
て
、
老
人
の
物
ま
ね
は
難
し
い
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こ
の
節
で
は
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
「
物
学
条
々
」
に
集

五

「
舞
が
か
り
」

が
「
物
学
条
々
」
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
の
意
味

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
木
樵
・
汐
汲
な
ど
の
特
徴
的
な
わ
ざ
の

あ
る
老
人
は
比
較
的
や
さ
し
い
が
、
難
し
い
の
は
高
貴
な
老
人
で
あ

り
、
年
功
を
積
ん
で
位
の
あ
が
っ
た
役
者
で
な
い
と
似
合
わ
な
い
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
老
人
の
物
ま
ね
に
た
い
し
て
、
後
年
に

「
花
は
あ
り
て
年
寄
と
見
ゆ
る
、
公
案
」
を
修
得
し
て
、
老
人
に

「
舞
が
か
り
」
の
舞
を
舞
わ
せ
た
の
が
世
阿
弥
な
の
で
あ
る
。
こ
の

老
人
の
舞
は
「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
の
記
述
よ
り
、
音
曲
（
謡
）
舞

や
舞
事
あ
る
い
は
舞
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
な
所
作
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
応
永
七
年
当
時
、
確
実
に
本
当
の
舞
を
舞
っ
て
い
た
曲

舞
女
や
白
拍
子
や
物
狂
い
女
に
関
す
る
物
ま
ね
に
つ
い
て
説
く
の
は

「
物
学
条
々
」
[
女
]
の
条
で
あ
る
が
、
舞
に
は
全

v言
及
せ
ず
ヽ
仕

立
て
の
重
要
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

も
、
応
永
七
年
当
時
の
舞
に
関
す
る
世
阿
弥
の
関
心
の
程
度
が
窺
え
、

本
来
舞
を
舞
う
こ
と
の
な
い
神
、
修
羅
、
老
人
と
い
う
風
体
が
演
技

上
「
舞
が
か
り
」
の
舞
を
応
永
七
年
に
は
舞
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。

中
し
て
い
る
意
味
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
前
節
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
「
物
学
条
々
」
の
「
舞
が

か
り
」
の
条
が
増
補
さ
れ
た
時
期
が
、
本
来
舞
い
を
舞
う
人
体
で
な

い
神
体
や
人
体
が
「
舞
風
の
演
技
」
を
演
じ
だ
し
た
時
期
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
、
後
年
に
な
っ
て
「
神
・
老
人
・
修
羅
」
が
音
曲
舞

や
舞
事
を
舞
う
こ
と
が
定
着
し
て
、
当
た
り
前
に
な
っ
た
時
期
に
は
、

こ
と
さ
ら
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
特
殊
な
用
語
が
使
用
さ
れ
な
く
て

も
、
普
通
の
舞
と
い
う
言
葉
で
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ

る。
そ
の
よ
う
な
後
年
の
定
着
時
期
の
、
伝
書
で
確
か
め
ら
れ
る
早
い

時
期
の
例
と
し
て
は
、
老
人
で
は
、
「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
の
「
素

人
ノ
老
人
ガ
風
流
延
年
ナ
ン
ド
ニ
身
ヲ
飾
リ
テ
舞
イ
奏
デ
ン
ガ
ゴ
ト

シ
」
や
「
老
人
ノ
、
花
ハ
ア
リ
テ
年
寄
卜
見
ユ
ル
＞
口
伝
ト
イ
フ
ハ
、

…
（
中
略
）
・
・
・
ソ
モ
ソ
モ
、
舞
・
ハ
タ
ラ
キ
ト
申
ス
ハ
、
ヨ
ロ
ヅ
ニ
、

楽
ノ
拍
子
二
合
ハ
セ
テ
、
足
ヲ
踏
ミ
、
手
ヲ
指
シ
引
キ
、
振
り
・
風

情
ヲ
拍
子
二
当
テ
、
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
で
あ
り
、
神
で
は
『
花
習
内

抜
書
」
の
「
脇
ノ
能
、
序
ナ
リ
。
…
（
中
略
）
…
態
ハ
タ
ダ
歌
舞
バ

カ
リ
ナ
ル
ベ
シ
。
歌
舞
ワ
コ
ノ
道
ノ
本
体
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
、
歌

舞
ヲ
以
テ
、
序
ノ
能
ト
ス
ベ
シ
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
世
阿
弥
の
舞
の
理
論
の
形
成
過
程
か
ら
「
舞
が
か
り
」

と
い
う
用
語
が
「
神
・
修
羅
・
老
人
」
の
条
に
後
年
に
増
補
さ
れ
た

意
味
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
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世
阿
弥
伝
書
で
、
「
舞
が
か
り
」
を
除
く
「
舞
」
「
舞
・
は
た
ら
き
」

「
舞
の
手
」
「
舞
入
り
」
「
舞
ふ
」
等
の
舞
に
関
す
る
用
語
は
「
年
来

稽
古
条
々
」

3
例
、
「
物
学
条
々
」

2
例
、
「
問
答
条
々
」

1
例、

「
神
儀
」

1
例
、
「
花
修
」
3
例
、
「
別
紙
口
伝
」

5
例
、
『
音
曲
口
伝
』

2
例
、
『
花
鋭
』

35
例
、
「
至
花
道
』

3
例
、
『
二
曲
三
体
人
形
図
』

4
例
、
「
三
道
』

5
例
、
「
曲
付
次
第
』

2
例
、
「
拾
玉
得
花
』

2
例、

『
却
来
華
』
6
例
、
『
遊
学
習
道
風
見
』
3
例
、
「
習
道
書
』

1
例、

『
申
楽
談
儀
』

44
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
舞
の
用
語
の
数
だ
け

み
て
も
、
「
花
鏡
』
で
世
阿
弥
の
舞
の
理
論
が
ほ
ぽ
完
成
し
た
こ
と

が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
初
期
花
伝
」
関
係
の
6
例
を
詳
細
に
み
る
と
、
ま
ず
、

「
年
来
稽
古
条
々
」
[
七
歳
]
の
条
に
「
舞
●
は
た
ら
き
の
間
ヽ
音
曲
、

若
は
怒
れ
る
事
な
ど
に
て
も
あ
れ
、
風
度
し
出
だ
さ
ん
か
か
り
を
、

う
ち
ま
か
せ
て
、
心
の
ま
ま
に
せ
さ
す
べ
し
」
や
「
た
だ
、
音
曲
・

は
た
ら
き
・
舞
な
ど
な
ら
で
は
せ
さ
す
べ
か
ら
ず
」
と
説
か
れ
、

[
＋
三
―
-
]
の
条
に
「
は
た
ら
き
を
も
確
や
か
に
、
音
曲
を
も
文
字

に
さ
は
さ
は
と
あ
た
り
、
舞
を
も
手
を
定
め
て
、
大
事
に
し
て
稽
古

す
べ
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
年
来
稽
古
条
々
」

で
は
、
子
供
の
音
曲
（
謡
）
・
は
た
ら
き
（
舞
台
上
の
動
き
全
般
）
．

舞
の
三
つ
の
基
本
的
な
芸
の
稽
古
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
舞
の
こ

と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
舞
の
理
論
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

つ
ぎ
に
、
「
問
答
条
々
」
は
第
6
条
に
「
稽
古
と
は
、
音
曲
・

舞
・
は
た
ら
き
・
物
ま
ね
、
か
や
う
の
品
々
を
極
む
る
形
木
也
」
と

あ
り
、
「
年
来
稽
古
条
々
」
と
同
じ
よ
う
に
、
基
本
的
な
芸
と
し
て

の
舞
の
稽
古
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
物
学
条
々
」
は
第
一
節
で
引
用
し
た
「
修
羅
」
の
条

に
、
「
舞
の
手
」
が
2
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。
第
三
節
で
の
べ
た
よ

う
に
こ
こ
は
後
年
の
増
補
部
分
で
あ
る
が
、
手
は
舞
の
型
・
手
ぶ
り

を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
「
手
を
さ
し
た
り
（
手
を
前
へ
出
す
）
引

い
た
り
（
手
を
引
き
戻
す
）
す
る
」
こ
と
が
舞
の
基
本
と
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
初
期
花
伝
」
に
は
舞
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て

舞
理
論
が
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
応
永
七
年
時

点
で
の
世
阿
弥
の
舞
の
理
論
に
近
い
も
の
は
、
「
問
答
条
々
」
第
7

条
の
「
文
字
に
当
た
る
風
情
」
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
。

問
。
文
字
に
当
た
る
風
情
と
は
、
何
事
ぞ
や
。

答
。
こ
れ
、
細
か
な
る
稽
古
也
。
能
に
も
ろ
も
ろ
の
は
た
ら
き

と
は
、
こ
れ
也
。
体
拝
・
身
づ
か
ひ
と
申
も
、
是
也
。
た
と
へ

ば
、
言
ひ
事
の
文
字
に
ま
か
せ
て
心
を
や
る
べ
し
。
「
見
る
」

と
い
ふ
事
に
は
物
を
見
、
「
指
す
」
「
引
く
」
な
ど
云
に
は
手
を

指
し
引
き
、
「
聞
」
「
音
す
る
」
な
ど
に
は
耳
を
寄
せ
、
あ
ら
ゆ

る
事
に
ま
か
せ
て
身
を
つ
か
へ
ば
、
を
の
づ
か
ら
は
た
ら
き
に
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な
る
也
。
第
一
、
身
を
つ
か
ふ
事
、
第
二
、
手
を
つ
か
ふ
事
、

第
三
、
足
を
つ
か
ふ
事
な
り
。
節
と
か
、
り
に
よ
り
て
、
身
の

振
舞
を
料
簡
す
べ
し
。
こ
れ
は
築
に
見
え
が
た
し
。
そ
の
時
に

至
り
て
、
見
る
ま
、
習
ふ
べ
し
。
こ
の
文
字
に
当
た
る
事
を
稽

古
し
極
め
ぬ
れ
ば
、
音
曲
・
は
た
ら
き
、
一
心
に
な
る
べ
し
。

所
詮
、
音
曲
・
は
た
ら
き
一
心
と
申
事
、
こ
れ
又
得
た
る
所
な

り
。
堪
能
と
申
さ
ん
も
、
是
な
る
べ
し
。
秘
事
な
り
。
音
曲
と

は
た
ら
き
と
は
、
二
の
心
な
る
を
、
一
心
に
な
る
程
達
者
に
極

め
た
ら
ん
は
、
無
上
第
一
の
上
手
な
る
べ
し
。
是
、
ま
こ
と
に

強
き
能
な
る
べ
し
。
（
以
下
略
）

こ
こ
に
い
う
「
文
字
に
あ
た
る
風
情
」
と
は
「
謡
の
文
句
に
適
合

し
た
所
作
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
言
ひ
事
の
文
字
に
ま
か
せ
て

心
を
や
る
べ
し
」
と
は
「
謡
の
文
旬
の
意
味
通
り
所
作
を
す
る
よ
う

に
心
を
つ
か
う
が
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
音
曲
と
舞

と
の
説
と
い
う
よ
り
、
音
曲
と
身
体
的
所
作
と
の
説
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
身
体
的
所
作
に
は
舞
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
写

実
的
で
説
明
的
な
動
作
が
主
体
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
傍
線

部
は
伊
藤
正
義
氏
に
よ
り
「
花
修
」
第
2
条
以
後
の
後
年
増
補
と
さ

れ
（
「
花
の
伝
」
『
宝
生
流
声
の
百
番
集
』
別
巻
5
、
昭
和
五
十
年
四
月
）
、

表
章
氏
も
追
認
し
て
お
ら
れ
る
（
岩
波
講
座
「
能
狂
言

II
」
「
能
楽
の

伝
書
と
芸
論
」
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
花
修
」
第
2
条
以
後
の
後
年
に
増

補
さ
れ
た
部
分
は
音
曲
舞
に
関
す
る
理
論
の
進
展
が
み
ら
れ
る
の
で

こ
の
よ
う
に
、
「
花
修
」
に
な
る
と
、
第
2
条
で
は
、
ま
ず
「
音

曲
・
は
た
ら
き
、
一
心
に
な
る
稽
古
」
に
つ
い
て
説
い
た
後
に
、

「
音
曲
を
先
と
す
べ
し
。
か
や
う
に
た
し
な
み
て
、
功
入
り
ぬ
れ
ば
、

謡
ふ
も
風
情
、
舞
ふ
も
音
曲
に
な
り
て
、
万
曲
一
心
た
る
達
者
と
な

る
べ
し
」
と
、
「
文
字
に
あ
た
る
風
情
」
の
水
準
よ
り
一
歩
進
ん
で
、

音
曲
（
謡
）
と
風
情
（
所
作
）
の
融
合
し
た
境
地
を
示
す
絶
妙
な
表

現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
世
阿
弥
禅
竹
』
頭
注
で
「
謡
ふ
も

風
情
、
舞
ふ
も
音
曲
に
な
り
て
」
を
「
謡
す
な
は
ち
風
情
、
舞
す
な

わ
ち
音
曲
の
、
音
曲
と
風
情
が
完
全
に
融
合
し
た
境
地
に
な
り
。

「
舞
ふ
」
も
風
情
の
一
部
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
風
情
（
所
作
）
と

し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
を
「
舞
ふ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
花
修
」
第
3
条
は
、
「
ち
、
と
あ
る
言
葉
の
響
き
に
も
、

「
靡
き
」
「
臥
す
」
「
帰
る
」
「
寄
る
」
な
ど
い
ふ
言
葉
は
、
柔
か
な
れ

ば
、
を
の
づ
か
ら
余
情
に
な
る
や
う
な
り
。
「
落
つ
る
」
「
崩
る
、
」

「
破
る
、
」
「
転
ぶ
」
な
ど
申
は
、
強
き
響
き
な
れ
ば
、
振
り
も
強
か

る
べ
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
竹
本
幹
夫
氏
が
「
花
鏡
ー
舞
は
声
を

根
と
為
す
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
六
十
一
年
二
月
）
で
、
「
「
靡
き
」
「
破

る
、
」
等
は
シ
テ
の
動
作
を
説
明
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
音
曲
と
所

作
と
の
関
連
が
、
説
明
的
な
「
文
字
に
当
た
る
風
情
」
の
み
に
注
目

す
る
段
階
か
ら
音
曲
舞
を
も
含
ん
だ
所
作
全
般
へ
と
お
し
ひ
ろ
げ
て

考
察
さ
れ
る
の
が
、
右
の
『
花
修
』
の
説
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い

あ
る
。

48 



の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
…
（
中
略
）
…
。
幽
玄
な
る
物
ま
ね
を
志
向

す
る
立
場
が
、
音
曲
に
伴
な
う
所
作
を
写
実
的
か
つ
説
明
的
な
動
作

か
ら
次
第
に
非
説
明
的
な
音
曲
舞
の
様
式
へ
と
敷
術
さ
せ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
音
曲
舞
が
重
視
さ
れ
て
い

る
水
準
に
舞
の
理
論
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
別
紙
口
伝
」
に
お
い
て
も
、
第
2
条
の
「
細
カ
ナ
ル

口
伝
二
云
ハ
ク
、
音
曲
・
舞
・
ハ
タ
ラ
キ
・
振
り
・
風
情
、
コ
レ
マ

タ
同
じ
心
ナ
リ
」
に
お
い
て
、
『
世
阿
弥
禅
竹
』
頭
注
に
よ
れ
ば
、

「
謡
に
合
わ
せ
て
の
所
作
や
型
が
「
振
り
・
風
情
」
、
謡
を
伴
な
わ
ず

楽
器
の
伴
奏
だ
け
で
舞
う
の
が
舞
・
ハ
タ
ラ
キ
ら
し
い
」
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
前
掲
、
「
別
紙
口
伝
」
第
3
条
の
「
舞
・
ハ
タ
ラ
キ
」

も
謡
を
伴
な
わ
ず
楽
器
の
伴
奏
だ
け
で
舞
う
も
の
を
限
定
的
に
示
し

て
お
り
、
「
花
修
」
で
音
曲
舞
を
中
心
に
説
い
て
い
た
の
と
は
ち
が

っ
て
、
「
別
紙
口
伝
」
の
段
階
で
は
「
花
修
」
の
段
階
よ
り
舞
事
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
新
し
く
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
に
お
け
る
舞
の
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
竹
本
氏
は
前

記
に
つ
づ
い
て
、
「
花
鏡
』
の
題
目
六
カ
条
の
「
舞
声
為
根
」
の
三

部
分
の
う
ち
の
、
第
一
の
〈
舞
声
為
根
〉
（
応
永
二
十
五
年
の
「
花
習
』

に
含
ま
れ
て
い
た
論
）
の
よ
う
に
、
舞
と
音
曲
（
謡
）
お
よ
ぴ
器
楽
伴

奏
と
の
関
係
に
言
及
す
る
が
、
ま
だ
音
曲
（
謡
）
舞
に
力
点
の
置
か

れ
た
段
階
へ
展
開
し
、
つ
ぎ
に
、
同
じ
く
第
二
の
〈
舞
の
五
智
〉

（
「
花
習
J

に
な
か
っ
た
増
補
記
事
）
の
よ
う
に
舞
事
が
中
心
に
な
っ
た

段
階
へ
発
展
し
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

以
上
の
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
は
今
ま
で
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
が
、
改
め
て
世
阿
弥
の
舞
の
理
論
展
開
の
観
点
か
ら
、
「
本
当

の
舞
」
を
舞
う
人
体
以
外
の
「
老
人
・
神
・
修
羅
」
の
「
舞
風
の
演

技
」
を
考
え
て
み
る
と
、
「
初
期
花
伝
」
で
は
「
文
字
に
当
た
る
風

情
」
の
段
階
で
あ
り
、
「
老
人
・
神
・
修
羅
」
は
舞
を
舞
っ
て
い
な

か
っ
た
が
、
そ
の
後
世
阿
弥
の
芸
論
が
深
化
し
、
世
阿
弥
の
能
が
洗

練
を
加
え
る
に
つ
れ
て
、
「
老
人
・
神
・
修
羅
」
に
お
け
る
歌
舞
の

重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
舞
風
の
演
技
」
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
「
文
字
に
当
た
る

風
情
」
か
ら
一
歩
進
ん
だ
、
「
花
修
」
や
さ
ら
に
、
「
別
紙
口
伝
」
の

よ
う
な
舞
に
た
い
す
る
意
識
の
高
ま
り
が
出
て
く
る
時
期
を
最
低
必

要
と
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
「
物
学
条
々
」
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
「
舞
が
か
り
」
の
増
補
が
応
永
二

十
年
代
中
頃
ま
で
に
は
行
わ
れ
、
そ
れ
以
降
は
世
阿
弥
の
芸
論
の
深

化
や
世
阿
弥
の
能
の
洗
練
に
よ
り
、
当
初
は
舞
を
舞
う
こ
と
を
専
業

と
す
る
人
物
が
舞
う
「
本
当
の
舞
」
で
は
な
い
「
舞
風
の
舞
」
を
舞

っ
て
い
た
老
人
や
修
羅
や
神
が
舞
を
普
通
に
舞
う
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
本
稿
で
は
、
『
花
伝
』
の
「
物
学
条
々
」
[
神
]
の
条
に
使

用
さ
れ
て
い
る
「
但
」
と
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
特
殊
な
用
語
に
着

目
し
、
本
条
が
後
年
の
増
補
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し

た
が
、
本
稿
の
要
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
但
」
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
「
又
云
」
と
同
じ
よ
う
に
、
増
補
文
頭
に
使
用
さ
れ
る
用
語
と
み

な
せ
る
こ
と
を
6
例
の
用
例
を
示
し
て
論
じ
た
。

つ
ぎ
に
、
「
舞
が
か
り
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
用
語
が
世
阿
弥
伝

書
で
も
「
物
学
条
々
」
の
[
老
人
]
[
修
羅
]
[
神
]
の
条
に
し
か
使

用
さ
れ
ず
、
前
二
者
は
後
年
の
増
補
で
あ
る
こ
と
か
ら
‘
[
神
]
の

条
の
「
舞
が
か
り
」
も
後
年
の
増
補
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ

た
。
さ
ら
に
、
「
問
答
条
々
」
第
2
条
と
「
花
修
」
第
1
条
と

I

花

習
内
抜
書
』
の

3
回
、
「
脇
の
申
楽
・
脇
の
能
」
の
必
要
要
件
に
つ

い
て
言
及
す
る
機
会
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
脇
の
申
楽
・
脇

の
能
」
に
お
け
る
「
歌
舞
」
の
重
要
性
に
言
及
す
る
の
は
、
最
も
成

立
年
代
の
新
し
い
『
花
習
内
抜
書
』
が
は
じ
め
て
あ
る
と
い
う
事
実

が
[
神
]
の
条
の
但
し
害
が
「
初
期
花
伝
」
に
存
在
し
な
か
つ
た
こ

と
の
傍
証
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

つ
ぎ
に
、
「
舞
が
か
り
」
の
意
味
は
「
舞
風
の
演
技
」
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
応
す
る
「
本
当
の
舞
」
と
は
舞
う
こ
と
を
専
業
と
す
る
人

お
わ
り
に

体
の
舞
う
舞
で
あ
り
、
「
神
・
老
人
・
修
羅
」
と
い
う
普
通
は
舞
を

舞
う
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
神
体
・
人
体
が
演
じ
る
「
舞
風
の
演

技
」
を
さ
し
て
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を

論
じ
た
。

最
後
に
、
「
舞
が
か
り
」
と
い
う
用
語
が
「
物
学
条
々
」
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
世
阿
弥
の
芸
論
の
深
化
や
世
阿
弥
の
能
の

洗
練
と
い
う
観
点
よ
り
検
討
し
た
。

本
稿
の
再
検
討
に
よ
り
、
応
永
七
年
時
点
で
舞
を
舞
う
風
体
と
し

て
は
、
女
体
が
観
阿
弥
時
代
か
ら
の
風
体
と
し
て
あ
っ
た
が
、
「
老

人
・
神
・
修
羅
」
と
い
う
風
体
は
ま
だ
「
舞
風
の
演
技
」
を
す
る
に

は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
世
阿
弥
の
舞
の
理
論
展
開
の
観
点
か
ら
も
、
「
初
期
花
伝
」

で
は
「
文
字
に
当
た
る
風
情
」
の
段
階
で
あ
り
、
そ
の
後
世
阿
弥
の

芸
論
が
深
化
し
、
世
阿
弥
の
能
が
洗
練
を
加
え
る
に
つ
れ
て
、
「
老

人
・
神
・
修
羅
」
に
お
け
る
歌
舞
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
ら

が
「
舞
風
の
演
技
」
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
た

め
に
「
文
字
に
当
た
る
風
情
」
か
ら
一
歩
進
ん
だ
、
「
花
修
」
や
さ

ら
に
、
「
別
紙
口
伝
」
の
よ
う
な
舞
に
た
い
す
る
意
識
の
高
ま
り
が

出
て
く
る
時
期
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
世
阿
弥
の
「
老
人
・
神
・
修
羅
」
と
い
う

風
体
に
お
け
る
歌
舞
重
視
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
本
来
舞
を
舞
う
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
老
人
・
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神
・
修
羅
」
と
い
う
風
体
に
世
阿
弥
が
舞
事
や
音
曲
舞
を
重
視
し
だ

し
た
背
景
に
「
天
女
舞
」
の
大
和
猿
楽
へ
の
導
入
と
い
う
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
「
天
女
舞
」
の
大

和
猿
楽
へ
の
導
入
時
期
の
考
察
へ
と
本
稿
を
発
展
さ
せ
て
い
き
た

、。し
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