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『
明
和
改
正
謡
本
」
（
以
下
「
明
和
本
』
と
略
す
）
は
、
十
五
世
観
世

大
夫
元
章
が
行
っ
た
能
楽
界
の
大
改
革
の
一
っ
、
謡
曲
詞
章
の
大
幅

改
訂
を
そ
の
ま
ま
残
す
謡
本
で
あ
る
。
そ
の
改
革
は
演
出
に
も
及
び
、

そ
の
演
出
改
訂
の
内
容
を
伝
え
る
資
料
I

乱
舞
能
付
」
（
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
）
、
各
曲
で
用
い
る
衣
装
な
ど
を
克
明
に
記
し
た
『
面
衣
装
付
j

（
能
楽
研
究
所
蔵
）
、
作
り
物
を
図
と
と
も
に
説
明
す
る
『
観
世
元
章

相
伝
作
物
図
J

(
檜
書
店
蔵
）
等
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
元
章
以
前
の
資
料
と
比
較
す

る
こ
と
で
、
元
章
が
加
え
た
改
訂
が
具
体
的
に
ど
の
部
分
で
あ
る
か

が
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
明
和
本
』
は
刊
行

か
ら
、
わ
ず
か
九
年
あ
ま
り
で
廃
止
さ
れ
た
。
改
訂
の
頻
度
が
著
し

く
反
感
を
か
っ
た
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
演
出

面
な
ど
、
後
世
に
及
ぽ
し
た
影
響
は
多
い
。
本
稿
で
は
一
鉄
輪
》
を

は
じ
め
に

明
和
改
正
の
実
態
と
そ
の
影
響

観
世
元
章
の

《
鉄
輪
》

取
り
上
げ
、
改
訂
の
内
容
と
そ
の
意
図
、
つ
ま
り
「
明
和
本
」
で
は

ど
の
よ
う
な
能
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
か
考
察
す
る
。
ま
た
、
後

世
に
残
し
た
影
響
な
ど
も
併
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

〈
鉄
輪
〉
は
、
夫
に
裏
切
ら
れ
た
女
性
が
嫉
妬
か
ら
鬼
に
な
っ
て

夫
を
呪
い
殺
し
た
い
と
願
う
、
い
わ
ゆ
る
牛
の
刻
参
り
を
題
材
に
し

た
能
で
、
『
明
和
本
j

の
内
組
に
配
さ
れ
る
。
以
下
改
訂
の
状
態
を
詞

章
・
衣
装
・
作
り
物
・
演
出
の
四
点
に
分
け
て
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

《
鉄
輪
一
の
詞
章
が
ど
の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
た
か
を
知
る
た
め

に
、
「
明
和
本
』
と
、
元
章
以
前
の
観
世
流
の
詞
章
で
あ
る
『
元
禄

三
年
六
月
山
長
版
』
（
以
下
『
元
禄
本
」
と
略
す
）
を
比
べ
て
み
る
と
、

改
訂
箇
所
は
三
十
九
箇
所
あ
る
。
こ
れ
は
「
明
和
本
』
に
お
け
る
他

の
曲
の
改
訂
に
く
ら
べ
て
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
、

「
明
和
本
」
の
改
訂
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
五
十
宮
を
憚
っ

詞
章

中

尾

薫
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て
「
急
ぐ
」
を
別
の
詞
に
置
き
換
え
た
ケ
ー
ス
も
三
個
所
あ
る
。
ま

た
、
現
行
の
『
観
世
流
大
成
謡
本
」
と
「
元
禄
本
』
と
の
間
に
は
異

同
は
な
い
か
ら
、
「
明
和
本
』
廃
止
後
に
詞
章
は
完
全
に
元
に
戻
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
改
訂
詞
章
す
べ
て
に
つ
い
て
克
明
に
述
べ
る
こ
と
は
避

け
、
特
徴
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
、
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
つ
つ
、
詞

章
改
訂
の
具
体
例
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
こ
の
曲
は
ア
イ
の
セ
リ
フ
か
ら
始
ま
る
。
ア
イ
は
「
貴
船

の
宮
」
へ
仕
え
る
社
人
で
あ
る
。
彼
は
牛
の
刻
参
り
を
す
る
女
に
、

伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
思
議
な
霊
夢
を
見
、
そ
の
仔
細
を
伝
え

よ
う
と
そ
の
女
を
待
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
明
和
本
』
で
は
「
貴
船

ヤ
シ
ロ

の
宮
」
が
「
き
ふ
ね
の
社
」
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
公
家
の
「
宮
」

な
ど
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
神
社
で
あ
る
こ
と
明
確
に
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
男
は
「
今
夜
」
霊
夢
を
見
た

と
言
う
所
を
、
「
明
和
本
』
で
は
「
昨
夜
」
霊
夢
を
見
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
「
今
夜
」
霊
夢
を
見
て
深
夜
に
目
が

覚
め
、
そ
の
ま
ま
女
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
設
定
だ
と
考
え
れ
ば

つ
じ
つ
ま
は
合
う
の
だ
が
、
「
今
夜
夢
を
見
た
」
と
い
う
表
現
自
体

に
何
か
し
ら
違
和
感
を
覚
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
「
明
和

本
』
で
は
昨
夜
見
て
、
次
の
日
の
晩
に
女
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
設

定
に
替
え
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
女
に
つ
い
て
も
、
「
都
」
か
ら
来

る
の
で
は
な
く
「
洛
中
」
か
ら
来
る
女
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
貴
船

も
広
い
範
囲
で
都
（
京
都
）
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
の
改
訂
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
シ
テ
（
牛
の
刻
参
り
の
女
）
の
登
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
改
訂

は
そ
う
多
く
な
い
も
の
の
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
「
貴
船
の
宮
」
に
関

し
て
は
徹
底
し
て
変
化
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
き
ふ
ね
の
山
」
「
き

ふ
ね
の
神
」
あ
る
い
は
、
た
だ
「
き
ふ
ね
」
に
す
る
な
ど
、
「
宮
」

と
言
う
字
を
避
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
貴
船
の
社
人
が
「
身
に
は
赤
き
衣
を
着
、
顔
に
は
丹
を
塗

り
、
頭
に
は
鉄
輪
を
戴
き
、
怒
る
心
を
持
つ
な
ら
ば
」
願
通
り
鬼
に

な
れ
る
と
い
う
霊
夢
を
女
に
伝
え
る
。
女
は
人
違
い
だ
と
言
う
が
、

社
人
は
間
違
い
な
い
と
念
を
押
す
。
こ
の
場
面
は
ア
イ
と
シ
テ
の
問

答
な
の
で
、
く
わ
し
く
は
『
副
言
巻
j

に
所
収
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

「
あ
ら
た
な
る
御
夢
想
の
う
へ
な
れ
ば
つ
、
ミ
給
う
ま
じ
く
候
」
と
、

女
が
不
審
の
素
振
を
し
た
の
で
、
「
用
心
し
な
く
て
よ
い
」
と
女
を

説
得
す
る
セ
リ
フ
を
付
け
加
え
て
あ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
女
は

「
我
が
家
に
帰
り
つ
つ
、
夢
想
の
如
く
な
る
べ
し
」
と
家
路
に
つ
こ

う
と
す
る
。
す
る
と
早
く
も
女
の
形
相
が
変
わ
り
、
鬼
に
な
り
つ
つ

退
場
す
る
。
『
明
和
本
」
で
は
「
な
る
べ
し
」
を
「
な
す
べ
し
」
に

替
え
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然
に
鬼
に
な
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に

変
装
し
て
鬼
に
な
ろ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
文
法
的
に
「
な
す
べ
し
」

の
方
が
正
し
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
中
入
り
直
前
の
「
雨
降
り

風
と
鳴
る
神
も
、
思
ふ
中
を
ば
避
け
ら
れ
し
、
恨
の
鬼
と
な
っ
て
、
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人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
、
憂
き
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
」
と
い
う
詞
章
の

傍
線
部
を
「
思
ふ
中
を
ば
よ
も
避
け
じ
」
と
改
訂
す
る
。
改
訂
前
の

詞
章
を
現
代
語
訳
す
れ
ば
「
雨
や
風
雷
も
私
達
夫
婦
の
仲
を
割
い
て

し
ま
う
の
だ
。
よ
し
そ
れ
な
ら
恨
み
の
鬼
と
な
っ
て
あ
の
人
に
思
い

知
ら
せ
て
や
ろ
う
」
と
な
り
、
二
人
の
仲
は
も
う
回
復
で
き
な
い
、

開
き
直
り
に
近
い
勢
い
で
鬼
に
な
る
。
つ
ま
り
復
饂
心
に
燃
え
て
い

る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
対
し
て
改
訂
後
で
は
「
雨
も
風
も
雷
も
神

さ
え
も
私
達
の
仲
は
避
け
れ
な
い
」
と
夫
と
の
仲
に
執
着
し
、
ま
だ

強
い
恋
慕
の
気
持
ち
を
失
っ
て
い
な
い
。
復
得
と
い
う
よ
り
、
激
し

い
恋
慕
の
情
が
彼
女
を
鬼
に
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
女
は
霊
夢
の
話
を
最
初
疑
っ
て
い
た
と
い
う
事
を

『
明
和
本
」
で
は
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
女
が
た
だ
の
復
嘗
心
に

燃
え
る
鬼
で
は
な
く
、
夫
を
愛
し
て
や
ま
な
い
一
女
性
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
い
が
た
め
と
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
後
場
に
移
ろ
う
。
問
題
の
夫
（
ワ
キ
ッ
レ
）
が
夢
見
が
悪
い

の
で
、
陰
陽
師
安
倍
晴
明
（
ワ
キ
）
に
占
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
な
さ
れ
る
。

晴
明
「
あ
ら
不
思
議
や
、
勘
へ
申
す
に
お
よ
ば
ず
、
こ
れ
は
女

の
恨
み
を
深
く
か
う
む
り
た
る
に
て
候
、
殊
に
今
夜

の
内
に
御
命
も
危
な
く
見
え
給
ひ
て
候
、
も
し
左
様

の
事
に
て
候
か

夫
「
さ
ん
候
、
何
を
か
隠
し
申
す
べ
き
、
わ
れ
本
妻
を
離
別
し
、

新
し
き
妻
を
か
た
ら
ひ
て
候
が
、
も
し
左
様
の
こ
と
に

て
候
ふ
ら
ん

「
明
和
本
」
で
は
「
か
う
む
り
た
る
」
を
「
う
け
た
る
」
と
微
妙

に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
も
し
左
様
の
こ
と
に

て
候
か
」
は
「
思
召
合
す
る
事
の
候
か
」
に
変
え
る
。
こ
れ
は
、

「
左
様
…
」
で
は
文
脈
が
少
し
通
り
に
く
く
、
命
が
危
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
か
に
取
れ
る
。
『
明
和
本
』
で
は
、
何
か
原
因
に
な

る
心
当
た
り
が
あ
る
か
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
ワ
キ
ツ
レ
の
台

詞
と
も
符
合
さ
せ
て
い
る
。
最
後
の
傍
線
部
は
「
わ
れ
妻
を
離
別
し
、

あ
ら
た
に
妻
を
む
か
へ
て
」
と
す
る
。
「
本
妻
」
と
い
う
細
か
い
設

定
を
簡
素
化
し
、
「
か
た
ら
う
」
と
い
う
意
味
の
通
じ
に
く
い
古
語

を
分
か
り
や
す
い
言
葉
に
替
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

晴
明
は
夫
の
命
が
危
な
い
の
で
早
速
祈
祷
を
し
て
「
転
じ
か
へ
」

よ
う
と
す
る
。
こ
の
言
葉
は
二
回
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
命
を

転
じ
か
へ
↓
命
を
乞
請
て
」
「
い
で
／
＼
転
じ
か
へ
ん
と
↓
い
で

／
＼
祈
り
を
は
じ
め
ん
と
」
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
「
転
じ
か
へ
る
」

は
「
自
分
の
受
け
よ
う
と
す
る
禍
を
転
じ
て
怨
敵
に
与
へ
る
こ
と
」

（
『
謡
曲
大
観
j

頭
注
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
術
が
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
に
は
通
じ
に
く
い
詞
章
で
あ
る
こ
と
が
改
訂

さ
れ
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

祈
る
内
に
鬼
と
化
し
た
女
（
後
シ
テ
）
が
登
場
す
る
。
「
恋
の
身
の
、

浮
ぶ
事
な
き

11川
に
、
沈
み
し
は
水
の
、
青
き
鬼
」
の
傍
線
部
に
、
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『
明
和
本
』
で
は
「
加
茂
」
と
い
う
字
を
充
て
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

『
明
和
本
』
の
他
の
曲
を
み
る
と
、
《
賀
茂
》
で
は
そ
の
ま
ま
「
賀

茂
」
と
い
う
字
が
充
て
ら
れ
、
《
葛
城
鴨
〉
と
題
名
を
改
変
さ
れ
た

《
代
主
》
で
は
専
ら
「
鴨
」
の
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
山

城
の
賀
茂
で
あ
り
、
後
者
は
葛
城
の
鴨
の
明
神
、
そ
し
て
こ
の
《
鉄

輪
》
で
は
貴
船
の
近
く
の
加
茂
川
と
地
域
に
よ
っ
て
文
字
を
変
え
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

鬼
と
な
っ
た
女
は
寝
て
い
る
夫
に
近
づ
く
。
「
我
は
貴
船
の
蛍
火
、

頭
に
戴
く
鉄
輪
の
足
の
、
炎
の
赤
き
鬼
と
な
っ
て
、
臥
し
た
る
男
の

枕
に
寄
り
添
ひ
、
如
何
に
殿
御
よ
、
め
づ
ら
し
や
」
と
、
次
第
に
恨

み
が
募
り
、
夫
の
命
を
取
ろ
う
と
す
る
。
『
明
和
本
』
は
傍
線
部
が

「
如
何
に
お
わ
す
か
」
と
、
今
ま
で
の
会
え
ず
に
悶
々
と
し
た
日
々

を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
詞
章
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
女
ら
し
い
恋

慕
の
情
を
分
か
り
や
す
く
強
調
し
て
い
る
。
「
さ
て
懲
り
や
思
ひ
知

れ
」
と
女
が
激
し
く
夫
を
攻
め
た
て
、
場
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
女

は
男
を
討
ち
取
る
前
に
「
三
十
番
神
」
（
「
明
和
本
j

で
は
「
あ
ま
た
の

神
」
。
「
三
十
番
神
」
は
本
地
垂
述
説
か
ら
来
る
説
で
貴
船
神
社
の
話
に
は
相

応
し
く
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
か
）
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
、
次
の
機
会
を

示
唆
し
、
「
姿
は
見
え
な
い
鬼
と
」
な
っ
て
消
え
て
行
く
。
「
懲
り
や
」

を
「
懲
り
よ
」
に
変
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
行
金
剛
流
と
同
じ
で

あ
る
。
型
と
も
関
連
す
る
が
、
打
杖
で
打
ち
な
が
ら
「
懲
り
や
」

（
「
懲
り
た
か
」
の
意
）
よ
り
も
「
懲
り
よ
」
と
し
た
ほ
う
が
迫
力
が
増

次
に
衣
装
に
つ
い
て
、
主
に
元
章
以
前
の
資
料
「
観
世
流
仕
舞
付
』

（
岡
家
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
、
『
宗
節
仕
舞
付
』
（
鴻
山
文
庫
蔵
。
能
楽
資

料
集
成
所
収
）
、
『
盛
忠
本
衣
装
付
』
（
『
福
王
流
古
伝
書
集
』
所
収
）
と

元
章
の
演
出
面
の
改
訂
を
伝
え
る
『
面
衣
装
付
』
『
乱
舞
能
付
』
を

比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
面
だ
が
、
『
観
世
流
仕
舞
付
』
の
前
シ
テ

は
、
「
近
江
女
」
（
色
入
リ
役
の
異
風
の
女
）
と
「
曲
見
」
（
色
無
シ
役
の

女
の
全
般
）
を
挙
げ
、
『
盛
忠
本
衣
装
付
』
で
は
「
常
の
出
立
」
と
だ

け
あ
る
。
『
宗
節
仕
舞
付
』
で
は
加
え
て
「
ぬ
り
笠
」
を
も
記
す
が
、

総
じ
て
普
通
の
女
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
元
章
系
の
『
面
衣
装
付
』

『
乱
舞
能
付
』
で
は
「
泥
顔
」
（
竜
女
・
恨
み
を
秘
め
た
女
）
を
着
け
る

と
あ
り
、
前
場
か
ら
女
が
恨
み
を
持
っ
た
異
様
な
人
物
と
し
て
造
形

さ
れ
て
い
る
。
「
乱
舞
能
付
j

で
は
衣
装
に
「
不
用
赤
」
と
何
度
も

注
記
し
て
い
る
。
「
赤
き
衣
を
着
、
顔
に
は
丹
を
塗
り
」
鬼
に
な
る

と
い
う
ァ
イ
の
詞
を
踏
ま
え
て
、
後
場
で
の
赤
い
装
束
と
の
対
比
が

明
確
に
な
る
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
後
シ
テ
の
面
も
、
元
章

以
前
は
「
鉄
輪
女
」
「
増
髪
」
（
『
観
世
流
仕
舞
付
J

)

で
あ
る
が
、
元

章
型
は
「
橋
姫
」
「
生
成
」
で
、
明
ら
か
に
形
相
が
変
わ
っ
た
女
性

の
面
を
使
用
す
る
。
元
章
型
の
方
が
全
場
を
通
じ
て
激
し
く
恨
み
を

衣
装

す
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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《
鉄
輪
》
で
作
り
物
が
登
場
す
る
の
は
、
前
シ
テ
が
中
入
り
し
、

安
倍
晴
明
（
ワ
キ
）
が
、
夫
の
命
を
転
じ
変
え
よ
う
と
祈
祷
す
る
時

で
あ
る
。
『
観
世
元
章
相
伝
作
物
図
』
に
よ
る
と
《
鉄
輪
》
の
作
り

物
は
「
台
中
二
棚
置
。
間
七
寸
五
。
上
ノ
棚
二
侍
烏
帽
子
井
葛
を
結

付
ル
。
葛
ニ
ハ
ネ
元
結
掛
ル
。
下
ノ
棚
幣
ノ
セ
ル
。
尤
佐
方
ノ
幣
也
。

常
通
之
幣
四
本
柱
角
へ
五
色
紙
ニ
テ
幣
切
立
ル
。
如
此
シ
メ
ハ
ル
也
」

と
あ
り
、
さ
ら
に
図
に
は
一
番
上
の
棚
に
侍
烏
帽
と
茎
が
描
か
れ
て

い
る
。
「
乱
舞
能
付
』
に
は
同
じ
く
、
「
一
畳
豪
。
棚
。
上
ノ
棚
二
侍

烏
帽
子
井
髪
ノ
元
結
付
ル
。
葛
ニ
ハ
ね
元
結
掛
ル
。
下
ノ
棚
へ
幣
ノ

セ
ル
。
尤
佐
ノ
方
ノ
幣
ナ
リ
。
常
ノ
通
之
幣
。
四
本
柱
角
二
五
色
ノ

幣
切
立
ル
。
シ
メ
ハ
ル
右
ノ
方
二
ゑ
ほ
し
、
左
ノ
方
二
か
つ
ら
向
合

作
り
物

持
つ
女
だ
と
見
た
目
で
分
か
る
。
装
束
は
赤
色
を
着
る
よ
う
に
注
記

さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
前
述
の
詞
章
に
合
わ
せ
て
の
配
慮
で
あ

ろ
う
。
「
観
世
流
仕
舞
付
」
『
宗
節
仕
舞
付
』

I

盛
忠
本
衣
装
付
」
に

は
「
赤
頭
」
を
着
け
る
事
も
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
装
束
の
色
の
指

定
は
無
い
。
詞
章
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
れ
ば
赤
を
着
そ
う
な
も

の
だ
が
、
元
章
が
わ
ざ
わ
ざ
注
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
詞

章
理
解
が
不
十
分
で
後
場
で
赤
以
外
を
使
用
し
か
ね
な
い
、
当
時
の

能
楽
界
の
状
況
も
充
分
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ニ
付
ル
」
と
あ
る
。
大
き
さ
は
横
二
尺
六
寸
、
縦
一
尺
五
寸
、
高
さ

二
尺
六
寸
で
あ
る
。
四
方
に
は
五
色
の
紙
幣
を
つ
け
、
色
彩
的
に
も

派
手
な
作
り
だ
。
こ
れ
は
ワ
キ
の
調
法
の
台
詞
「
三
重
の
高
棚
五
色

の
幣
、
お
の
ー
＼
供
物
を
調
へ
て
、
肝
胆
を
砕
き
祈
り
け
り
」
を
そ

の
ま
ま
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

元
章
以
前
の
作
り
物
を
見
て
み
よ
う
。
下
問
少
進
の
『
舞
台
之
図
』

の
作
り
物
は
、
周
り
に
「
シ
メ
」
を
巡
ら
せ
て
あ
る
の
は
同
じ
だ
が
、

棚
は
一
段
で
、
そ
の
上
に
は
長
茎
が
置
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

飾
り
の
幣
も
正
面
の
角
に
―
一
本
あ
る
だ
け
で
、
一
畳
台
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
形
は
「
祈
祷
台
」
と
「
女
の
恨
み
の
対
象
で
あ
る
人

物
の
形
代
」
と
二
つ
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
井
浦
本
『
能
作
物
図
]

（
寛
永
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
元
禄
・
宝
永
以
後
の
も
の
ら
し
い
）

は
上
か
ら
見
た
図
で
あ
る
た
め
、
何
段
の
棚
か
明
確
で
は
な
い
が
、

幣
は
正
面
の
二
本
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
紙
幣
の
数
も
二
枚

し
か
な
く
、
明
ら
か
に
元
章
の
作
り
物
の
方
が
ご
て
ご
て
し
て
い
る
。

五
色
の
幣
で
は
な
く
お
そ
ら
く
白
一
色
で
あ
っ
た
ろ
う
。
棚
の
真
中

に
は
ワ
キ
の
使
う
幣
を
置
い
て
あ
る
。
こ
の
形
で
は
単
に
「
祈
祷
台
」

と
し
て
の
役
割
し
か
な
い
。
こ
の
注
記
に
は
「
作
物
ノ
上
二
お
、
ひ

か
つ
ら
有
。
観
世
に
は
幣
中
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
観
世
（
流
仕
舞

付
）
』
に
は
、
「
棚
に
し
め
を
向
ノ
方
二
引
。
幣
を
上
に
置
。
金
春
二

ハ
、
霧
彩
方
も
置
也
。
左
二
か
つ
ら
。
右
に
幣
也
」
と
あ
る
か
ら
、

『
舞
台
之
図
』
型
が
金
春
型
（
も
し
く
は
下
掛
り
型
か
）
、
『
能
作
物
図
」
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に
描
か
れ
る
「
祈
祷
台
」
が
観
世
流
の
元
章
以
前
の
作
り
物
と
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
作
り
物
に
関
し
て
元
章
が
新
た
に
工
夫
し
た
事
は
次
の
三

点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
棚
を
三
重
に
し
、
今
ま
で
一
番
上
に
置
か
れ
て
い
た
幣
を
二

番
目
の
棚
に
移
動
し
た
こ
と
。

(
2
)

一
番
上
の
棚
に
は
、
夫
を
示
す
侍
烏
帽
子
を
加
え
、
金
春
流
で

既
に
用
い
て
い
た
長
髪
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
「
い
で
／
＼
転

じ
か
へ
ん
と
て
、
茅
の
人
形
を
人
尺
に
作
り
、
夫
婦
の
名
字
を
う

ち
に
籠
め
」
と
い
う
詞
章
に
合
わ
せ
て
、
夫
婦
二
人
の
形
代
で

も
あ
り
、
後
述
の
「
棚
の
上
を
見
る
」
ま
た
は
「
棚
の
そ
ば
に

よ
る
」
と
言
っ
た
動
作
の
対
象
を
具
体
化
し
た
も
の
と
言
え
る
。

(
3
)
さ
ら
に
、
詞
章
に
合
わ
せ
て
従
来
の
白
い
幣
を
五
色
に
し
、

数
も
四
方
全
部
に
付
け
る
よ
う
に
増
や
し
た
。

現
行
の
観
世
流
の
作
り
物
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
元
章
型
の
作
り
物

が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在
の

金
春
流
の
作
り
物
も
元
章
型
で
あ
る
。

現
在
の
《
鉄
輪
〉
の
小
書
に
は
「
早
鼓
の
伝
」
が
あ
る
が
、
元
章

時
代
の
小
書
を
ま
と
め
た
「
観
世
流
伝
授
目
録
』
に
も
同
名
の
小
書

四

演

出

が
あ
り
、
こ
れ
は
明
和
の
改
正
で
元
章
が
考
案
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
内
容
は
「
被
衣
で
出
て
、
中
入
に
こ
れ
を
小
脇
に
抱
え
こ
み
、

早
鼓
で
走
込
む
。
後
は
謡
を
残
し
て
幕
に
入
っ
て
し
ま
ふ
」
（
三
宅

襄
「
能
の
特
殊
演
出
」
）
で
、
前
場
登
場
で
、
被
衣
で
出
る
こ
と
に
よ

っ
て
異
風
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
中
入
り
の

方
法
に
つ
い
て
は
「
観
世
」
の
「
〔
座
談
会
〕
「
鉄
輪
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（
昭
和
五
十
八
年
六
月
号
）
に
お
け
る
片
山
慶
次
郎
氏
の
説
明
が
参
考

に
な
る
。ず

ー
っ
と
坐
っ
て
い
て
「
立
つ
や
黒
髪
の
」
で
立
ち
上
り
、
そ

の
時
に
両
手
で
高
く
被
い
て
い
た
も
の
を
下
げ
、
次
に
前
へ
引

き
寄
せ
て
脇
に
抱
え
込
ん
で
、
こ
れ
で
暗
や
み
を
探
る
よ
う
に

入
れ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
へ
早
鼓
を
打
ち
ま
す
か
ら
気
迫
み

た
い
な
も
の
が
出
て
参
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
迫
力
を
増
長
さ
せ
る
演
出
と
も
言
え
る
。
後
場
の
シ
テ

の
退
場
の
仕
方
は
最
後
の
「
言
ふ
声
ば
か
り
、
聞
え
て
姿
は
、
目
に

見
え
ぬ
鬼
と
ぞ
な
り
に
け
る
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
と
な
り
に
け
り
」
に

合

わ

せ

た

演

出

で

あ

ろ

う

。

．

細
か
い
型
に
つ
い
て
も
、
「
乱
舞
能
付
j

と
「
観
世
流
仕
舞
付
j

を
比
べ
る
と
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
「
観
世
流
仕
舞
付
』
に
は
、

後
場
で
は
作
り
物
を
見
る
動
作
が
多
い
が
、
「
乱
舞
能
付
」
で
は
元

章
の
工
夫
が
多
分
に
み
ら
れ
る
作
り
物
に
よ
っ
て
「
有
時
ハ
恋
し
く
」

で
「
エ
ポ
シ
を
見
る
」
な
ど
と
、
動
作
と
詞
章
の
対
応
が
よ
り
明
ら
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
〈
鉄
輪
〉
は
『
明
和
本
』
に
よ
っ
て
、
よ

り
激
し
い
女
の
怨
念
の
物
語
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
面
や
型
の
工
夫
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

の
怨
念
も
女
の
夫
へ
の
強
い
恋
慕
の
気
持
ち
か
ら
く
る
こ
と
が
、
詞

章
改
訂
で
明
確
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
〈
鉄
輪
〉
に
お
け
る
元
章
の
エ

夫
と
は
、
露
骨
な
ま
で
に
、
分
か
り
や
す
く
見
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た

む
す
び

か
に
な
っ
て
い
る
。
夫
の
新
妻
の
髪
を
手
に
巻
き
つ
け
打
榔
す
る

「
髪
を
か
ら
ま
ひ
て
」
と
い
う
詞
章
で
は
、
『
観
世
流
仕
舞
付
』
に

「
こ
へ
い
を
持
。
か
つ
ら
な
ら
は
か
つ
ら
を
も
つ
」
と
あ
り
、
『
宗
節

仕
舞
付
』
で
は
「
へ
い
の
か
ミ
を
か
ら
ま
き
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
元
章
型
は
「
カ
ツ
ラ
、
左
の
手
ニ
ナ
ッ
カ
ミ
、
引
ヨ
セ
」

と
な
り
、
打
杖
で
髪
を
総
計
三
回
に
わ
た
っ
て
打
つ
。

打
つ
と
い
う
動
作
に
関
し
て
は
、
「
観
世
流
仕
舞
付
」
で
は
「
杖

に
て
打
心
」
で
「
跡
拍
子
ふ
む
」
と
あ
り
、
『
宗
節
仕
舞
付
』
で
は

扇
で
二
回
打
つ
動
作
が
あ
る
。
こ
の
打
杖
で
「
打
つ
」
動
作
が
比
較

的
多
い
こ
と
も
明
和
改
正
の
特
徴
の
一
っ
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば

f

観
世
流
仕
舞
付
』
で
「
拍
子
を
踏
む
」
「
廻
る
」
と
い
っ
た
動
作
の

時
、
「
乱
舞
能
付
』
で
は
打
ち
杖
を
打
ち
、
女
の
憎
し
み
の
動
作
が

伝
わ
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

と
言
え
そ
う
だ
。
例
え
ば
、
面
に
恨
み
の
表
情
を
出
す
こ
と
で
、
一

目
で
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
し
た
。
小
書
の
「
早
鼓
之
伝
」
の
被
衣

の
出
も
、
中
入
で
半
分
鬼
に
姿
を
変
え
て
い
る
旨
の
詞
章
を
生
か
し
、

被
衣
を
小
脇
に
抱
え
、
隠
れ
る
よ
う
に
入
る
。
さ
ら
に
、
早
鼓
で
迫

力
を
演
出
し
た
。
短
い
前
場
ゆ
え
、
存
在
感
と
後
場
へ
の
盛
り
上
が

り
を
存
分
に
意
識
し
た
改
訂
と
言
え
よ
う
。
後
場
は
作
り
物
に
元
章

の
工
夫
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
五
色
の
幣
に
彩
ら
れ
、
目
を
引
く
三

重
棚
に
は
恨
み
の
対
象
で
あ
る
夫
を
「
侍
烏
帽
子
」
と
い
う
分
か
り

や
す
い
物
に
し
た
。
金
春
流
で
は
も
と
も
と
置
い
て
い
た
長
寝
だ
が
、

こ
れ
で
は
夫
と
新
妻
の
ど
ち
ら
を
示
す
か
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
長
髪
―
つ
で
夫
婦
二
人
を
表
す
の
は
少
々
無
理
が
あ

る
。
そ
れ
に
、
詞
章
を
注
意
深
く
読
む
と
新
妻
が
そ
の
場
に
い
な
く

て
も
辻
棲
は
あ
う
。
今
、
女
が
手
に
絡
め
る
茎
が
新
妻
の
も
の
だ
と

分
か
る
の
は
、
隣
に
夫
の
形
代
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
「
侍
烏
帽
子
」
を
置
い
た
の
は
元
章
の
創
始
と
言
え
る
。

こ
の
明
和
の
改
正
に
お
け
る
〈
鉄
輪
〉
の
形
は
、
現
在
で
も
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
詞
章
は
す
べ
て
元
に
戻
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
は
作
り
物
を
は
じ
め
元
章
創
案
の
も
の
と
大
差
な

い
。
元
章
の
影
響
が
残
っ
た
理
由
と
し
て
、
〈
鉄
輪
〉
が
遠
い
曲
で

あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
田
幸
子
氏
「
作
品
研
究
「
鉄
輪
」
」

（
「
観
世
」
昭
和
五
十
六
年
六
月
号
）
に
よ
る
と
、
室
町
期
か
ら
江
戸
期

に
か
け
て
、
将
軍
綱
吉
・
家
宣
や
素
人
愛
好
者
が
好
ん
で
取
り
上
げ
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た
以
外
に
五
座
に
よ
る
上
演
は
少
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
観
世
流
で

は
寛
文
の
書
上
に
な
く
、
天
保
の
書
上
に
は
あ
る
（
表
章
『
鴻
山
文

庫
本
の
研
究
』
）
が
、
こ
れ
は
《
鉄
輪
》
が
「
明
和
本
』
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
小
田
氏
の
論
考
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
に

金
春
流
や
金
剛
流
が
《
鉄
輪
〉
を
上
演
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
綱
吉
・
家
宣
時
代
な
ど
「
将
軍
周
辺
の
演
能
が
機
縁
と
な

っ
て
上
演
さ
れ
出
し
た
と
推
測
」
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
当
然
、

元
章
が
「
明
和
本
』
に
組
み
入
れ
た
こ
と
の
影
響
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

現
在
、
《
鉄
輪
》
は
諸
流
の
上
演
曲
と
な
っ
て
い
る
。
観
世
流
で

は
『
明
和
本
』
廃
止
後
、
そ
の
上
演
に
当
た
っ
て
、
過
去
に
上
演
し

て
い
な
か
っ
た
た
め
に
演
出
資
料
が
な
く
、
そ
の
た
め
演
出
は
元
章

版
を
取
り
入
れ
た
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
分
か
り
や

す
さ
と
、
演
出
の
面
白
さ
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
一
因
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

171 


