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は
じ
め
に

明
和
の
改
正
と

「
三
読
物
」

の
小
書
な
ど
を
め
ぐ
っ
て

関
係
曲
の
演
出

《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》

能
一
曲
中
で
ま
と
ま
っ
た
内
容
の
文
書
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
《
安

宅
》
の
勧
進
帳
と
《
正
尊
》
の
起
請
文
と
《
木
曽
》
の
願
書
の
部
分

は
、
現
在
「
三
読
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
《
木
曽
》
は

観
世
流
の
み
の
所
演
曲
で
あ
る
か
ら
、
「
三
読
物
」
と
い
う
分
類
名

は
本
来
は
観
世
流
に
お
け
る
名
称
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現

在
は
観
世
流
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
一
般
的
な
分
類
名
と
し
て
通
用
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
「
三
読
物
」
は
観
世
流
で

こ
が
き

は
そ
れ
ぞ
れ
〈
安
宅
〉
《
正
尊
》
《
願
書
》
の
小
書
の
名
称
で
も
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
小
書
（
「
勧
進
帳
」
「
起
請
文
」
「
願
書
J
)

が
付
く
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
読
物
」
の
部
分
の
演
じ
方
が
常
と
は
変
わ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
《
安
宅
》
は
常
の
形
で
は
、
「
そ
れ
つ
ら
つ
ら
」

お
も

と
シ
テ
の
弁
鹿
が
一
人
で
謡
っ
た
あ
と
、
つ
づ
く
「
惟
ん
み
れ
ば
」

か
ら
シ
テ
弁
慶
と
ツ
レ
山
伏
の
同
吟
と
な
る
が
、
「
勧
進
帳
」
の
小

書
に
な
る
と
勧
進
帳
を
さ
い
ご
ま
で
シ
テ
が
単
独
で
謡
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
《
正
尊
》
は
常
の
形
で
は
、
ワ
キ
の
弁
慶
が
「
敬
つ
て

申
す
起
請
文
の
こ
と
」
で
は
じ
ま
る
起
請
文
を
さ
い
ご
ま
で
謡
う
が
、

「
起
請
文
」
の
小
書
に
な
る
と
起
請
文
を
シ
テ
の
正
尊
が
謡
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
《
木
曽
》
は
常
の
形
で
は
、
「
な
に
な
に
帰
命
頂

礼
」
で
は
じ
ま
る
願
書
は
読
ま
れ
な
い
（
カ
ッ
ト
さ
れ
る
）
が
、
「
願

書
」
の
小
書
に
な
る
と
願
書
を
シ
テ
の
太
夫
坊
覚
明
が
読
む
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
《
安
宅
》
《
正
尊
》

《
木
曽
》
は
実
際
の
上
演
に
お
い
て
は
、
も
っ
ば
ら
小
書
付
の
形
で

演
じ
ら
れ
て
お
り
、
常
の
形
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
曲
に
お
い
て
は
、
小
書
演
出
が
ほ
と
ん
ど
常
の

演
出
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
実
態
は
謡
本
に
も
反

映
し
て
い
て
、
現
在
の
観
世
流
の
謡
本
で
は
、
こ
れ
ら
三
曲
は
い
ず

れ
も
右
に
記
し
た
よ
う
な
小
書
演
出
の
場
合
の
形
に
な
っ
て
い
る

（
三
曲
す
べ
て
が
そ
の
形
に
な
っ
た
の
は
昭
和
十
四
年
刊
の
大
成
版
か
ら
）
。

な
お
、
観
世
流
以
外
の
《
安
宅
〉
も
現
在
は
観
世
流
の
「
勧
進
帳
」
の

天

野

文

雄
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こ
の
節
で
は
、
〈
安
宅
〉
の
「
勧
進
帳
」
、
〈
正
尊
〉
の
「
起
請

文
」
、
〈
木
曽
〉
の
「
願
書
」
と
い
う
現
在
の
観
世
流
の
小
書
が
、

は
た
し
て
観
世
元
章
の
明
和
の
改
正
に
由
来
す
る
の
か
ど
う
か
と
い

明
和
の
改
正
と
小
書
「
勧
進
帳
」
「
起
請
文
」
「
願
書
」

小
書
と
同
じ
形
が
常
の
演
出
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
〈
正
尊
〉
も

宝
生
流
と
喜
多
流
で
は
観
世
流
の
「
起
請
文
」
の
小
書
と
同
じ
形
が
や

は
り
常
の
演
出
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
金
春
流
と
金
剛
流
は
シ
テ
が

弁
慶
、
ツ
レ
が
正
尊
で
、
起
請
文
は
シ
テ
の
弁
慶
が
読
む
形
で
あ
る
）
。

こ
の
よ
う
に
、
「
三
読
物
」
に
か
か
わ
る
観
世
流
の
小
書
「
勧
進

帳
」
「
起
請
文
」
「
願
書
」
は
、
そ
れ
が
現
在
の
通
常
の
演
じ
方
に
な

っ
て
い
る
こ
と
と
言
い
、
そ
の
小
書
の
形
が
謡
本
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
言
い
、
他
の
小
書
と
は
異
な
る
特
異
な
扱
い
を
う
け
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
小
書
が
そ
の
よ
う
な
特
異
な
扱
い
を
う
け

る
に
い
た
っ
た
の
は
、
ど
う
も
観
世
大
夫
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正

に
由
来
す
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
観
世
流
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
三
つ
の
小
書
の
成
立
を
元
章
の
明
和
の
改
正
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
元
章
が
構
想
し
て
い
た
こ
れ

ら
三
つ
の
小
書
を
め
ぐ
る
演
出
の
全
体
像
を
、
元
章
が
「
習
三
読
物
」

(
「
明
和
独
吟
」
）
と
位
置
づ
け
た
「
三
読
物
」
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ

整
理
し
て
み
た
い
。

〈
安
宅
〉
の
「
勧
進

う
点
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、

帳
」
か
ら
検
討
を
は
じ
め
よ
う
。

〈
安
宅
〉
の
「
勧
進
帳
」
の
部
分
は
、
現
在
は
ま
っ
た
く
演
じ
ら

れ
る
こ
と
が
な
い
常
の
形
ー
「
そ
れ
つ
ら
つ
ら
」
を
シ
テ
弁
慶
が
謡

い
、
そ
の
あ
と
は
シ
テ
と
ツ
レ
山
伏
の
同
吟
と
な
る
形
ー
が
本
来
の

形
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
古
写
本
や
近
世
の
版
本
が
い
ず

れ
も
そ
の
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
「
勧
進

帳
」
の
部
分
を
シ
テ
一
人
で
謡
う
の
が
観
世
流
の
〈
安
宅
〉
の
小
書

「
勧
進
帳
」
の
形
ー
現
在
の
他
流
の
常
の
形
で
も
あ
る
ー
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
演
じ
方
が
資
料
の
う
え
に
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、

管
見
で
は
、
元
章
の
明
和
の
改
正
に
よ
る
演
出
が
も
っ
と
早
い
。
す

な
わ
ち
、
元
章
が
整
え
た
小
書
を
ま
と
め
た
「
観
世
流
伝
授
目
録
』

（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に
は
「
勧
進
帳
」
が
み
え
る
が
、
そ
の
元
章
に
よ
る

小
書
「
勧
進
帳
」
が
現
在
の
「
勧
進
帳
」
と
同
じ
形
で
あ
る
こ
と
は
、

元
章
時
代
の
明
和
四
年
の
年
記
を
も
っ
「
習
事
伝
授
書
留
」
（
鴻
山
文

庫
蔵
）
の
演
出
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な

元
章
時
代
の
小
書
「
勧
進
帳
」
が
元
章
の
創
始
に
な
る
も
の
か
ど
う

か
で
あ
る
が
、
結
論
を
さ
き
に
い
え
ば
、
〈
安
宅
》
の
「
勧
進
帳
」
の

部
分
を
シ
テ
一
人
で
謡
う
形
は
元
章
以
前
か
ら
萌
芽
的
な
も
の
が
存
在

し
て
い
て
、
そ
れ
を
明
確
に
小
書
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
が
元
章
に
よ

る
明
和
の
改
正
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
う
し
た
事
情
を
示
す
も
の
に
、
「
観
世
流
仕
舞
付
』
（
岡
家
等
蔵
）
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の
《
安
宅
〉
の
項
の
欄
外
に
頭
書
の
形
で
注
記
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の

記
事
が
あ
る
。

勧
進
帳
を
よ
む
事
。
一
人
二
て
勤
事
な
し
。
然
レ
共
、
紀
州
ニ

て
御
前

E
上
意
二
て
被
仰
付
候
時
、
家
本
二
な
く
候
由
御
断

申
上
ル
。
後
、
家
本
二
右
ノ
通
、
難
一
黙
止
ー
候
。
い
か
に
と
尋

冠

候
ヘ
ハ
、
由
免
な
く
候
へ
共
、
ツ
レ
さ
し
ひ
か
へ
、
又
失
念
と

も
不
可
思
議
、
自
然
一
人
謡
事
、
私
二
有
と
印
。

レ

ニ

こ
れ
は
『
観
世
流
仕
舞
付
』
の
編
者
（
関
三
与
と
い
う
京
都
住
の
小

鼓
役
者
ら
し
い
）
の
注
記
と
思
わ
れ
る
が
、
文
意
は
、
同
書
の
絹
者

（
と
解
し
て
よ
い
か
）
が
紀
州
徳
川
家
に
召
さ
れ
た
お
り
、
《
安
宅
》

の
勧
進
帳
の
部
分
を
一
人
で
謡
う
よ
う
上
意
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の

演
じ
方
は
家
元
に
は
な
い
と
い
っ
て
そ
の
場
は
断
っ
た
が
、
の
ち
に

家
元
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、
や
は
り
そ
の
か
た
ち
で
の
上
演
は

許
可
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
家
元
に
よ
れ
ば
、
私
的
な
催
し
な
ど

で
は
、
勧
進
帳
の
部
分
を
ツ
レ
山
伏
が
謡
う
の
を
ひ
か
え
て
、
偶
然

の
よ
う
な
形
で
シ
テ
一
人
で
謡
う
こ
と
は
あ
る
と
い
わ
れ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
さ
い
ご
の
「
印
」
は
「
印
可
」
の
こ
と
で
、
「
伝
授
」

の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
）
。

『
観
世
流
仕
舞
付
』
は
寛
文
（
一
六
六
一
ー
）
ー
延
宝
八
年
（
一
六
八
0
)

こ
ろ
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
が
（
拙
稿
「
近
世
初
期
京
都
能
楽
界
の
動
向
」

「
関
三
与
追
考
」
「
野
村
美
術
館
紀
要
」

5
、
6
)
、
右
の
記
事
に
よ
る
と
、

《
安
宅
》
の
勧
進
帳
の
部
分
は
お
そ
く
と
も
そ
の
こ
ろ
に
は
一
人
で

謡
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
だ
か
ら
こ
そ
紀
州
公
も

そ
れ
を
所
望
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
右
の
注
記
の
冒

頭
に
、
「
一
人
二
て
勤
事
な
し
」
と
あ
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

そ
の
形
で
演
じ
ら
れ
る
の
は
ご
く
ま
れ
で
、
晴
れ
の
催
し
な
ど
で
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
演
じ
方
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に

み
え
る
家
元
が
何
流
だ
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
観
世
流

仕
舞
付
』
に
記
さ
れ
た
演
出
は
い
ち
お
う
観
世
流
を
基
本
に
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
元
章
以
前
の
近
世
前
期
に
お
け
る
観

世
流
の
《
安
宅
》
の
勧
進
帳
の
部
分
の
演
じ
方
の
こ
と
で
あ
る
可
能

性
は
か
な
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
《
安
宅
》
の
勧
進
帳
の
よ
う
な
部
分
が
、
能
の

長
い
歩
み
の
な
か
で
、
そ
の
文
章
上
の
性
格
ゆ
え
に
特
殊
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
《
正
尊
》
の

起
請
文
や
《
木
曽
》
の
願
書
も
、
最
初
の
一
、
二
旬
は
立
役
一
人
が

謡
い
、
そ
の
あ
と
は
地
謡
の
担
当
に
な
る
の
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
あ
と
に
述
べ
る
よ
う
に
、
《
正
尊
》
は
寛
文

（
一
六
六
一

1
七
二
）
以
前
に
は
立
役
一
人
で
読
み
と
お
す
形
が
生
ま

れ
て
い
た
。
元
章
が
父
清
親
か
ら
相
伝
さ
れ
た
『
観
世
大
夫
元
章
相

伝
目
録
』
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に
、
「
よ
ミ
物
の
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
る

の
も
、
そ
う
し
た
状
況
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

傾
向
は
か
な
り
早
く
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
が
、
『
観
世
流
仕
舞
付
』
が
伝
え
る
一
人
謡
に
よ
る
「
勧
進
帳
」
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に
つ
い
て
の
記
事
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
う
け
て
、
《
安
宅
》

に
「
勧
進
帳
」
と
い
う
シ
テ
一
人
に
よ
る
小
書
を
定
め
た
の
が
、
元

章
に
よ
る
明
和
の
改
正
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
《
正
尊
》
の
小
害
「
起
請
文
」
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
る

が
、
こ
れ
も
結
論
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
現
在
の
観
世
流
の
小
書

「
起
請
文
」
ー
起
請
文
を
シ
テ
正
尊
が
一
人
で
読
み
と
お
す
形
ー
は

元
章
の
創
始
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
弁
慶
一
人
が
起
請
文
を
読
み

と
お
す
形
が
生
ま
れ
て
い
て
（
起
請
文
は
後
述
の
よ
う
に
本
来
は
途
中

か
ら
は
地
謡
の
担
当
だ
っ
た
）
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
生
ま
れ
た
の
が

元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
に
お
け
る
《
正
尊
》
（
明
和
本
で
は
曲
名
は

《
昌
俊
》
）
の
小
書
「
起
請
文
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

観
世
流
の
《
正
尊
》
の
起
請
文
の
部
分
は
、
も
と
は
ワ
キ
の
弁
慶

が
「
敬
つ
て
申
す
起
請
文
の
事
」
の
一
句
を
読
み
、
そ
の
あ
と
を
地

謡
が
読
む
と
い
う
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
古
謡
本
に
明
ら
か
で
、
近
世

に
刊
行
さ
れ
た
版
本
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
。
安
土
桃
山
時
代
の

観
世
流
の
演
出
資
料
た
る
「
妙
佐
本
慶
長
仕
舞
付
』
に
「
弁
慶
、
判

官
ノ
前
ニ
カ
シ
コ
マ
リ
テ
、
起
請
ヲ
ヨ
ム
」
な
ど
と
あ
る
の
も
、
そ

の
形
を
伝
え
た
資
料
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
元
章
に
よ
る

明
和
の
改
正
で
、
シ
テ
の
正
尊
が
一
人
で
起
請
文
を
読
み
と
お
す
演

じ
方
と
思
わ
れ
る
「
起
請
文
」
と
い
う
小
書
が
出
現
す
る
の
で
あ
る

（
『
観
世
流
伝
授
目
録
」
）
。
従
っ
て
、
《
正
尊
〉
の
小
書
「
起
請
文
」

の
形
ー
シ
テ
正
尊
に
よ
る
起
請
文
の
読
み
あ
げ
ー
は
元
章
の
工
夫
と

み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
立
役
一
人
で
起
請
文
を
読
み

と
お
す
と
い
う
形
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
、
弁
鹿
が
一
人
で
起
請
文

を
読
み
と
お
す
形
が
存
在
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
『
観
世
流
仕
舞
付
』
の
《
正
尊
》
を
み
る
と
、
そ
こ

に
は
義
経
と
弁
慶
と
正
尊
の
装
束
だ
け
が
記
さ
れ
た
簡
略
な
記
事
の

あ
と
に
、
「
啓
白
起
請
文
の
事
」
以
下
、
起
請
文
の
全
文
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
の
府
に
は
「
下
弁
」
と
あ
っ
て
（
「
下
」
は

「
下
音
」
の
意
で
、
「
弁
」
は
「
弁
慶
」
の
意
）
、
つ
ぎ
の
「
梵
天
帝
釈
四

天
王
」
の
肩
に
は
担
当
者
が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
本
来
な
ら
そ

こ
か
ら
同
音
（
地
謡
）
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
何
も
記
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
起
請
文
全
体
を
弁
慶
（
「
観
世
流
仕
舞
付
』
の

記
事
に
よ
れ
ば
ワ
キ
）
が
読
み
と
お
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と

解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
観
世
流
の
演
じ
方
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
和
の
改
正
以
前

に
、
〈
正
尊
》
の
起
請
文
の
部
分
が
弁
慶
（
ワ
キ
）
一
人
に
よ
っ
て

読
み
と
お
さ
れ
る
形
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
右
の

『
観
世
流
仕
舞
付
』
の
《
正
尊
》
は
、
登
場
人
物
の
装
束
と
右
の
起

請
文
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
簡
略
な
も
の
で
あ
る
が
（
そ
れ
は
当
時

の
《
正
葬
〉
が
比
較
的
遠
い
曲
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
現
象
で
あ
る
）
、
そ

の
簡
略
な
記
事
の
な
か
に
あ
っ
て
、
起
請
文
の
詞
章
に
は
「
半
地
」

「
チ
」
「
卜
」
「
コ
ス
」
「
ト
ル
」
と
い
っ
た
囃
子
に
関
す
る
指
示
が
詳
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細
に
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
《
正
尊
》
の
起
請
文
が
謡
の
う
え
で

特
殊
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
例
が
管
見
で
は
も
う
―
つ
あ
る
。
そ
れ
は
国

立
能
楽
堂
の
所
蔵
に
な
る
『
喜
多
流
宝
暦
仕
舞
付
』
（
仮
称
。
宝
暦
五

年
〔
一
七
五
五
〕
の
書
写
年
記
が
あ
る
）
が
伝
え
る
明
和
の
改
正
以
前

の
〈
正
尊
》
の
演
出
で
あ
る
。
そ
の
起
請
文
が
読
み
あ
げ
ら
れ
る
あ

た
り
の
記
事
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

…
「
当
座
の
せ
き
を
」
卜
正
尊
立
、
ク
ッ
ロ
キ
、
居
座
へ
行
。

義
経
ハ
脇
正
面
向
。
正
尊
ハ
居
座
に
下
二
居
、
扇
腰
に
サ
ス
。

紙
ヲ
文
ノ
こ
と
く
に
巻
、
後
見
、
正
尊
へ
渡
ス
ヲ
受
取
り
、
右

ノ
手
に
持
、
立
、
シ
テ
ノ
側
へ
行
、
「
弁
慶
に
こ
そ
」
卜
下
二

居
、
起
證
文
ヲ
し
て
二
渡
し
、
立
帰
り
、
シ
テ
柱
の
際
へ
行
、

義
経
ノ
方
ヲ
向
、
下
二
居
、
扇
ヲ
抜
キ
持
、
居
ル
。
し
て
、
起

證
文
請
取
て
立
、
少
出
掛
、
中
程
に
下
二
居
、
両
手
ニ
テ
ヒ
ロ

ケ
持
、
よ
む
。
口
伝
ナ
リ
。
「
身
の
け
も
よ
た
ち
て
」
卜
起
證

文
ヲ
サ
ケ
、
正
尊
ヲ
見
ル
。

こ
れ
は
弁
慶
が
シ
テ
で
正
尊
が
ツ
レ
、
と
い
う
形
と
認
め
ら
れ
る

が
（
現
在
の
金
春
流
と
金
剛
流
の
形
）
、
こ
こ
で
は
起
請
文
を
シ
テ
弁
慶

が
一
人
で
読
み
と
お
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
「
口
伝
ナ
リ
」

と
い
う
の
も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
喜
多
流

で
は
、
宝
暦
以
前
に
シ
テ
の
弁
慶
が
起
請
文
を
一
人
で
読
み
と
お
す

形
が
常
の
演
じ
方
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
元
章
に

よ
る
明
和
の
改
正
で
シ
テ
正
尊
一
人
に
よ
る
起
請
文
の
読
み
あ
げ
と

い
う
演
出
が
工
夫
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
類
似
の
演

じ
方
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
「
喜
多
流
宝
暦
仕
舞
付
j

で
は
、
弁
慶
が
シ
テ
で
正

尊
が
ツ
レ
で
あ
る
が
、
同
書
の
《
正
尊
》
の
項
で
は
、
正
尊
が
シ
テ

に
な
る
演
じ
方
の
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、

起
請
文
の
部
分
の
演
じ
方
が
ど
う
な
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

が
、
シ
テ
正
尊
が
一
人
で
起
請
文
を
読
み
あ
げ
る
形
で
あ
っ
た
可
能

性
は
高
い
よ
う
に
思
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
明
和
本
の
小
書
「
起

請
文
」
と
同
じ
演
じ
方
が
明
和
本
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
現
在
の
喜
多
流

の
《
正
尊
》
で
あ
る
。
現
在
の
喜
多
流
の
《
正
尊
》
は
観
枇
流
と
同

じ
く
シ
テ
が
正
尊
で
そ
の
正
尊
が
一
人
で
起
請
文
を
読
み
と
お
す
形

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
観
世
流
の
影
響
を
う
け
た
結
果

と
み
る
必
要
は
な
く
、
「
喜
多
流
宝
暦
仕
舞
付
』
に
付
記
さ
れ
て
い

る
喜
多
流
の
も
う
ひ
と
つ
の
演
じ
方
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
《
正
尊
》
は
起
請

文
の
部
分
の
演
じ
方
だ
け
で
な
く
、
シ
テ
を
正
尊
と
す
る
か
弁
慶
と

す
る
か
で
も
流
儀
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
っ
て
、
そ
の
形
態
は
か
な

り
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
整
理
も
か
ね
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を

ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
以
前
に
、
《
正
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尊
》
の
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
ワ
キ
の
弁
慶
が
一
人
で
読
み
と
お
す

形
（
観
惟
流
？
）
と
、
シ
テ
の
弁
慶
が
一
人
で
読
み
と
お
す
形
（
喜
多

流
）
と
、
未
確
定
な
が
ら
シ
テ
の
正
尊
が
一
人
で
読
み
と
お
す
形

（
喜
多
流
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
の
謡
は
重
く
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
前
例
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
観
世
大

夫
周
辺
で
は
上
演
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
《
正
尊
》
を
ー
《
正
尊
》
は

明
和
改
正
謡
本
に
お
い
て
観
世
流
の
上
演
曲
に
組
み
こ
ま
れ
た
曲
で

あ
る
I
、
シ
テ
正
尊
と
い
う
本
来
の
形
で
観
世
流
に
導
入
し
、
あ
わ

せ
て
、
正
尊
一
人
が
起
請
文
の
全
体
を
読
み
と
お
す
形
の
小
書
「
起

請
文
」
を
制
定
し
た
の
が
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
だ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

残
る
《
木
曽
》
は
現
在
は
観
世
流
だ
け
が
上
演
し
て
い
る
曲
だ

が
、
そ
の
観
世
流
も
《
木
曽
》
を
上
演
曲
と
し
た
の
は
明
治
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
（
明
治
三
十
三
年
に
大
阪
の
吉
田
書
店
か
ら
観
世
流
内
外

二
百
番
と
と
も
に
単
独
で
〈
木
曽
〉
一
番
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
も
そ

も
、
《
木
曽
》
は
近
世
前
期
ま
で
は
廃
絶
し
て
い
て
、
ど
の
流
儀
で

も
こ
れ
を
上
演
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
元
章
が
、
本
来

は
八
幡
神
が
シ
テ
だ
っ
た
も
の
を
太
夫
坊
覚
明
に
変
え
た
り
し
て
、

本
来
の
《
木
曽
〉
に
大
幅
な
改
訂
を
加
え
て
、
明
和
改
正
謡
本
に
組

み
入
れ
た
。
そ
の
後
、
明
和
改
正
謡
本
の
廃
止
と
と
も
に
、
《
木

曽
》
は
ふ
た
た
び
観
世
流
で
も
非
上
演
曲
と
な
り
、
明
治
に
な
っ
て
再

度
上
演
曲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
明
治
期
に
復
活
し
た
《
木

曽
》
は
詞
章
も
演
出
も
明
和
改
正
謡
本
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
願
書
の
演
じ
方
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
「
願
書
」

の
小
書
が
付
く
と
き
は
、
願
書
は
シ
テ
覚
明
に
よ
っ
て
読
み
あ
げ
ら

れ
、
小
書
付
で
な
い
と
き
は
、
願
書
が
読
ま
れ
な
い
と
い
う
現
在
の

演
じ
方
は
、
す
べ
て
元
章
が
整
備
し
た
明
和
の
改
正
の
形
を
踏
襲
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
《
木
曽
》
の
願
書
の
部
分
は
、
冒
頭
の
「
な

に
な
に
帰
命
頂
礼
．．． 
」
を
ツ
レ
の
木
曽
義
仲
が
読
み
あ
げ
、
「
宝
詐

を
守
ら
ん
が
た
め
」
か
ら
地
謡
が
謡
う
の
が
本
来
の
形
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
現
在
の
観
世
流
の
よ
う
な
形
の
演
じ
方
ー
シ
テ
の
覚
明
ひ
と

り
が
願
書
を
読
み
と
お
す
形
ー
に
改
め
た
の
は
、
ま
ず
確
実
に
元
章

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
《
木
曽
》
は
長
ら
く
廃
絶
し
て
い
た
か
ら
、
そ

の
願
書
の
部
分
が
習
事
と
し
て
特
殊
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
元
章
は
《
木
曽
》
の
願
書
が
《
安
宅
》
の
勧
進
帳
や

《
正
尊
》
の
起
請
文
と
同
じ
性
格
の
文
句
（
読
物
）
で
あ
る
点
に
着

目
し
て
、
勧
進
帳
や
起
請
文
と
と
も
に
「
三
読
物
」
と
し
て
、
「
習
」

に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
「
三
読
物
」
に
か
か
わ
る
現
行
の
観
世
流
の
小
書
「
勧
進

帳
」
「
起
請
文
」
「
願
書
」
の
成
立
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
え
る
が
、

こ
れ
ら
の
小
書
が
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前

の
類
似
の
演
じ
方
を
参
考
に
し
て
工
夫
さ
れ
、
そ
れ
が
現
在
に
い
た

っ
て
い
る
こ
と
は
説
明
し
え
た
か
と
思
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
現

在
の
「
一
二
読
物
」
と
い
う
名
称
も
、
元
章
の
「
習
三
読
物
」
（
『
明
和
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現
在
の
観
世
流
の
《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》
の
小
書
「
勧
進
帳
」

「
起
請
文
」
「
願
書
」
が
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
に
由
来
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
を
う
け
て
、
こ
の
節
で
は
、
あ
ら
た
め
て
、

明
和
の
改
正
に
お
い
て
元
章
が
こ
の
三
曲
に
お
い
て
意
図
し
て
い
た

演
出
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
三
曲
の
小
書
に

つ
い
て
は
ほ
ぽ
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
、
そ
れ
以
上
、

と
く
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
検
討
し
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
元
章
が
意
図
し
て
い
た
こ
れ
ら
三
曲

の
常
の
演
じ
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
、
観
世
流
に
お
い
て
は
ほ

と
ん
ど
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
常
の
演
出
を
、
そ
の
ま
ま
元
章
が

考
え
て
い
た
常
の
演
出
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
が
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
「
三
読
物
」

に
か
か
わ
る
三
曲
に
つ
い
て
の
元
章
の
構
想
を
把
握
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
明
和
の
改
正
に
お
け
る
〈
安
宅
》
《
正
尊
〉
《
木
曽
》
の
常

の
形
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合

に
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
、
明
和
改
正
謡
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ

元
章
が
構
想
し
て
い
た
《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》

の
演
出

独
吟
j

)

に
由
来
す
る
と
み
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ら
三
曲
の
勧
進
帳
・
起
請
文
・
願
書
の
郡
分
が
そ
っ
く
り
抜
け
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

明
和
改
正
謡
本
の
《
安
宅
》
《
正
尊
》
（
〈
昌
俊
》
）
《
木
曽
》
に
は
、

勧
進
帳
・
起
請
文
・
願
書
と
い
う
読
物
の
部
分
が
な
い
。
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
に
受
け
取
る
と
、
こ
れ
ら
三
曲
は
、
常
の
演
じ
方
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
読
物
が
読
ま
れ
ず
、
小
書
が
付
い
た
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
読

物
が
読
ま
れ
る
、
と
い
う
形
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合

に
は
、
そ
れ
が
元
章
が
三
曲
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
構
想
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

だ
が
、
勧
進
帳
も
起
請
文
も
願
書
も
、
こ
れ
ら
三
曲
の
な
か
で
は
中

心
的
な
見
せ
場
と
い
う
べ
き
位
置
を
し
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
重

要
な
部
分
を
常
の
演
じ
方
で
は
削
除
し
て
演
じ
な
い
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
も
破
格
で
、
そ
の
よ
う
な
演
じ
方
は
と
う
て
い
考
え
が
た

い
、
と
い
う
印
象
も
強
い
。
そ
れ
で
は
、
明
和
改
正
謡
本
で
「
一
二
読

物
」
の
部
分
が
抜
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
和
改
正
謡
本
の
一
部
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
『
明
和
独
吟
』
と
の
関
係
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

「
明
和
独
吟
』
は
古
来
の
謡
い
物
に
、
能
の
小
書
で
謡
わ
れ
る
詞
章

や
元
章
に
よ
る
新
作
謡
、
そ
れ
に
「
万
葉
集
』
の
長
歌
に
節
を
付
し

て
謡
い
物
に
し
た
も
の
を
加
え
て
、
八
十
五
曲
の
謡
い
物
を
八
冊
に

集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
終
冊
の
巻
八
に
明
和
改
正
謡
本
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に
は
抜
け
て
い
た
三
曲
の
読
物
が
「
習
三
読
物
」
と
し
て
収
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
習
三
読
物
」
の
「
明
和
独
吟
」
中
に
お
け
る
位
置
は
、
明

和
改
正
謡
本
に
お
い
て
、
内
外
百
番
と
は
別
に
「
習
十
番
」
と
し
て

〈
卒
都
婆
小
町
〉
〈
桧
垣
〉
〈
関
寺
小
町
〉
〈
道
成
寺
〉
〈
石
橋
〉
な
ど

が
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
八
十
五
番
の
謡
い
物
の
な

か
で
最
も
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
扱
い

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
明
和
改
正
謡
本
に
〈
安
宅
〉
〈
正
尊
〉
〈
木

曽
〉
の
読
物
の
部
分
が
抜
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
部
分
が
重
く
扱
わ

れ
て
い
る
た
め
で
、
小
書
付
き
で
は
な
い
常
の
形
で
演
じ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
物
が
補
わ
れ
て
演
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
が
し
、
結
論
を
さ
き
に
い
う
な

ら
ば
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
、
明
和
改
正
謡
本
の
〈
安
宅
〉

〈
正
尊
〉
〈
木
曽
〉
の
詞
章
は
、
読
み
物
が
な
い
そ
の
形
が
完
全
な
形

と
考
え
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
理

由
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
和
改
正
謡
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
能
に
は
、
〈
安
宅
〉
〈
正
尊
〉

《
木
曽
〉
以
外
に
も
、
こ
の
三
曲
と
同
じ
よ
う
な
形
で
「
明
和
独
吟
』

と
か
か
わ
る
能
が
四
曲
あ
る
。
そ
れ
は
〈
簾
〉
（
明
和
改
正
謡
本
で
は

〈
籐
梅
〉
）
、
〈
養
老
〉
〈
釆
女
〉
〈
松
山
鏡
〉
の
四
曲
で
、
「
明
和
独
吟
』

に
は
、
そ
れ
ら
の
改
正
前
の
詞
章
の
一
部
が
「
生
田
川
」
「
薬
水
」

「
飛
火
」
「
賢
女
鏡
」
の
名
で
単
独
の
謡
い
物
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
明
和
本
の
〈
腹
〉
〈
養
老
〉
〈
采
女
〉
〈
松
山
鏡
〉
と

「
明
和
独
吟
j

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
生
田
川
」
「
薬
水
」
「
飛
火
」

「
賢
女
鏡
」
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
〈
安
宅
〉
〈
正
尊
〉
《
木

曽
〉
の
よ
う
に
「
明
和
独
吟
j

に
収
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
そ
っ
く

り
抜
け
て
い
る
も
の
は
〈
養
老
〉
だ
け
で
、
あ
と
の
三
曲
は
そ
の
部

分
が
別
の
形
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
〈
養
老
》
以

外
の
三
曲
は
、
そ
の
上
演
に
さ
い
し
て
は
、
ま
ず
確
実
に
「
明
和
独

吟
」
に
収
め
ら
れ
た
「
生
田
川
」
「
飛
火
」
「
賢
女
鏡
」
を
加
え
る
こ

と
な
く
、
謡
本
に
記
さ
れ
た
と
お
り
の
形
で
演
じ
ら
れ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
残
る
〈
養
老
〉
も
こ
れ
ら
三
曲
と
同
様

に
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
薬
水
」
は
〈
養

老
〉
の
霊
水
の
故
事
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
が
、
明
和
本
の
〈
養
老
〉

は
、
そ
こ
が
な
く
て
も
ま
っ
た
く
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
そ
れ

は
改
訂
以
前
の
本
来
の
〈
養
老
〉
に
お
い
て
も
同
様
で
、
「
薬
水
」
の
部
分
が

な
く
て
も
と
く
に
不
自
然
で
は
な
い
）
。

ま
た
、
こ
の
〈
養
老
〉
と
同
じ
こ
と
が
〈
安
宅
〉
〈
正
尊
〉
〈
木
曽
〉

の
場
合
に
も
い
え
る
。
再
三
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
和
本
で
は
こ

れ
ら
三
曲
の
読
物
の
部
分
が
そ
っ
く
り
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
三
曲
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
読
物
の
部
分
が
な
く
て
も
と

く
に
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
〈
安
宅
〉
で
は
、

「
も
と
よ
り
勧
進
帳
は
あ
ら
ば
こ
そ
、
笈
の
な
か
よ
り
往
来
の
巻
物

一
巻
と
り
い
だ
し
、
勧
進
帳
と
名
づ
け
つ
つ
、
高
ら
か
に
こ
そ
読
み
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あ
げ
け
れ
」
と
シ
テ
が
言
い
、
そ
の
あ
と
は
本
来
な
ら
読
み
上
げ
ら

れ
る
勧
進
帳
の
部
分
が
そ
っ
く
り
抜
け
て
、
そ
の
ま
ま
、
「
ヮ
碍

地

人
々
肝
を
消
し
へ
恐
れ
を
な
し
て
通
し
け
り
」
と
続
く
の
で
あ

る
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
形
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
展
開
は
勧
進
帳

の
読
み
上
げ
は
観
客
の
想
像
に
ま
か
せ
た
格
好
に
な
り
、
そ
こ
で
勧

進
帳
が
読
み
あ
げ
ら
れ
な
く
て
も
と
く
に
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
挙
例
は
省
略
に
従
う
が
、
《
正
尊
》
《
木
曽
》

の
場
合
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
現
行
の
観
世
流
の
〈
木
曽
》
の
常

の
演
じ
方
ー
実
際
に
は
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
|
は
‘
願

書
の
部
分
が
カ
ッ
ト
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う

に
、
現
在
の
《
木
曽
》
は
明
治
に
な
っ
て
の
復
活
曲
で
、
そ
れ
は
明

和
本
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
再
三
言
及
し

た
よ
う
に
、
そ
の
明
和
本
の
《
木
曽
》
で
は
、
願
書
の
部
分
が
そ
っ

く
り
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
明
和
本
の
《
木

曽
》
の
常
の
形
は
、
ま
ず
確
実
に
願
書
の
な
い
形
だ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
《
木
曽
》
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
《
安

宅
〉
と
《
正
尊
》
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
の
が
自
然
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
明
和
本
に
お
け
る
《
安
宅
》

〈
正
尊
》
《
木
曽
》
の
常
の
形
は
、
読
物
が
入
ら
な
い
形
で
あ
っ
た

と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
識
的
に
は
破
格
な
形
で
は
あ
る
が
、

本
来
の
《
安
宅
》
《
正
檸
》
《
木
曽
》
か
ら
読
物
を
取
り
出
し
、
そ
れ

を
「
三
読
物
」
と
し
て
「
明
和
独
吟
』
中
で
も
っ
と
も
重
い
扱
い
と

し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》
の
常
の

形
に
お
い
て
は
読
物
な
し
で
演
じ
る
こ
と
と
し
、
「
勧
進
帳
」
「
起
請

文
」
「
願
書
」
の
小
書
が
付
い
た
場
合
に
、
「
習
い
」
た
る
読
物
を
シ

テ
の
一
人
謡
の
形
で
入
れ
て
演
じ
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ら
三
曲
に

つ
い
て
の
元
章
の
構
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
要
す
る
に
、

「
三
読
物
」
を
「
習
い
」
と
し
て
重
く
扱
い
、
そ
の
価
値
基
準
を
も

っ
て
、
《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》
に
つ
い
て
は
、
小
書
付
き
の
演

じ
方
と
常
の
演
じ
方
を
区
別
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
い
ご
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
の
補
足
と
し
て
、
現
在
の
観
世
流
の

《
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》
と
明
和
本
の
〈
安
宅
》
《
正
尊
》
《
木
曽
》

の
関
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
〈
安
宅
》
で
あ
る
が
、
現
在
の
観
世
流
の
小
書
「
勧
進
帳
」

は
元
章
創
始
の
小
書
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
常
の
形
は
明
和
の

改
正
前
の
本
来
の
演
じ
方
ー
「
そ
れ
つ
ら
つ
ら
」
を
シ
テ
弁
慶
が
読

み
、
「
惟
ん
み
れ
ば
」
か
ら
を
シ
テ
と
ツ
レ
山
伏
が
同
吟
す
る
形
ー

を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
の
観
世
流
の
《
正

尊
》
の
小
書
「
起
請
文
」
も
元
章
創
始
の
小
事
「
起
請
文
」
を
継
承

し
た
も
の
で
あ
り
、
常
の
形
は
明
和
の
改
正
前
に
観
世
流
で
行
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ワ
キ
の
弁
慶
一
人
に
よ
る
読
み
あ
げ
の
形
を

継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
の
《
木
曽
》
は
、
小
書
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元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
の
一
端
を
〈
安
宅
〉
〈
正
尊
〉
〈
木
曽
〉

の
改
訂
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
三
曲

に
つ
い
て
の
元
章
の
改
訂
が
、
部
分
的
で
場
当
た
り
的
な
も
の
で
は

な
く
、
「
明
和
独
吟
j

で
「
習
い
」
に
位
置
づ
け
た
「
三
読
物
」
と

も
連
動
さ
せ
た
、
き
わ
め
て
体
系
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
体
系
性
は
、
お
そ
ら
く
元
章
の

能
楽
改
革
全
体
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

現
在
、
〈
安
宅
〉
は
観
世
流
以
外
の
四
流
と
も
、
観
世
流
の
小
書

「
勧
進
帳
」
と
同
じ
形
ー
シ
テ
弁
慶
一
人
に
よ
る
読
み
あ
げ
ー
を
常

の
演
じ
方
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
世
流
以
外
の
四
流
に
お
け

る
演
じ
方
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
（
明
治
以

降
の
可
能
性
も
高
い
）
、
そ
れ
が
観
世
流
の
演
じ
方
の
影
響
を
う
け
た

結
果
で
あ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
り
物

に
お
い
て
も
、
元
章
の
改
正
が
他
流
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
例
が
い

く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
が
（
拙
稿
「
芸
能
と
伝
承
ー
作
り
物
に
み
る
観
世

大
夫
元
章
の
能
楽
改
革
ー
」
『
芸
能
伝
承
の
世
界
」
〔
講
座
日
本
の
伝
承
文
学

6
〕
）
、
元
章
に
よ
る
明
和
の
改
正
の
後
代
へ
の
影
響
は
、
た
ん
に
観

む
す
び

「
願
書
」
も
常
の
形
も
元
章
創
始
の
演
出
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、

さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

世
流
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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