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は
じ
め
に 「

藤
永
』

『
観
世
流
仕
舞
付
」

工

《
藤
永
》
は
観
世
流
を
除
く
宝
生
・
金
春
・
金
剛
・
喜
多
流
の
四

流
で
現
在
演
じ
ら
れ
る
曲
で
あ
り
、
「
申
楽
談
儀
』
の
中
に
も
次
の

よ
う
に
曲
名
が
見
え
る
。
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
（
表

章
編
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
っ
て
該
当
部
分
を
あ
げ
て
お
く
。

松
風
に
、
「
寄
せ
て
は
返
る
片
男
波
、
芦
辺
の
鶴
こ
そ
は
立
騒

げ
、
四
方
の
嵐
も
音
添
へ
て
、
夜
寒
何
と
過
ご
さ
ん
」
な
ど
、

面
白
節
な
れ
共
、
は
や
第
二
に
落
つ
。
（
中
略
）
此
論
義
、
昔

の
藤
栄
の
論
義
也
。
音
曲
苦
み
ぶ
る
や
う
成
こ
と
、
其
癖
々
の

面
白
也
。

こ
の
記
事
か
ら
《
藤
永
》
は
世
阿
弥
の
時
代
か
ら
既
に
上
演
曲
と
し

て
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
世
阿
弥
時
代
の
《
藤
永
》
は
既
に

そ
れ
以
前
と
は
異
な
っ
た
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

(
2
)
 

る
が
、
現
在
の
形
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
変
遷
は
現
存
テ
キ
ス
ト

の
ア
イ

の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
ー

か
ら
推
察
す
る
ほ
か
な
い
。
現
存
す
る
《
藤
永
〉
の
最
も
古
い
テ
キ

ス
ト
は
野
坂
家
蔵
の
金
春
禅
鳳
本
八
郎
本
転
写
三
番
綴
本
を
は
じ

め
、
松
井
文
庫
蔵
の
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
（
淵
田
本
）
、
同
文
庫
蔵
妙

庵
玄
又
手
沢
五
番
綴
本
（
妙
庵
本
）
な
ど
室
町
末
期
箪
の
謡
本
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
古
写
本
の
謡
本
及
び
現
行
の
謡
本
と
の
間
に
も

若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
内
容
を
妙
庵
本
に
沿
っ
て
段

ご
と
に
示
す
。

1
、
最
明
寺
時
頼
（
ワ
キ
）
と
ワ
キ
ッ
レ
が
登
場
。

2
、
ワ
キ
、
ワ
キ
ツ
レ
が
摂
津
国
芦
屋
で
一
夜
の
宿
を
借
り
る
。

3
、
ワ
キ
は
伯
父
の
藤
永
（
シ
テ
）
に
領
地
を
横
領
さ
れ
て
零
落
し

て
い
る
月
若
（
子
方
）
の
事
情
を
聞
き
、
助
け
る
こ
と
に
な
る
。

4
、
藤
永
（
シ
テ
）
、
太
刀
持
（
ア
イ
）
を
従
え
て
登
場
し
、
浦
遊
び

へ
出
る
。

5
、
鳴
尾
（
ツ
レ
）
、
立
衆
（
ツ
レ
）
と
能
力
（
ア
イ
）
と
共
に
登
場

し
、
小
歌
を
謡
う
。

6
、
鳴
尾
と
藤
永
が
酒
宴
に
興
じ
、
能
力
は
小
舞
を
舞
い
、
藤
永
は

伊

吹

美

保

子
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現
存
す
る
《
藤
永
》
の
テ
キ
ス
ト
中
に
は
二
人
の
ア
イ
が
登
場
す

る
。
一
人
は
シ
テ
•
藤
永
の
従
者
（
太
刀
持
）
、
も
う
一
人
は
ツ

レ
・
鳴
尾
の
従
者
（
能
力
）
と
す
る
。
ど
ち
ら
も
劇
中
の
進
行
に
関

わ
る
「
ア
シ
ラ
イ
ア
イ
」
と
呼
ば
れ
る
間
狂
言
で
あ
る
。
室
町
時
代

の
古
写
本
で
も
現
行
の
謡
本
で
あ
っ
て
も
、
通
常
、
謡
本
の
中
で
間

狂
言
に
つ
い
て
は
舞
台
進
行
上
必
要
な
箇
所
が
最
小
限
記
さ
れ
る
だ

鳴
尾
の
従
者
に
つ
い
て

男
舞
を
舞
う
。

7
、
藤
永
が
船
の
縁
起
の
曲
舞
を
舞
う
。

8
、
最
明
寺
が
能
力
と
問
答
し
、
さ
ら
に
藤
永
に
舞
を
所
望
す
る
。

9
、
藤
永
が
鵜
鼓
を
舞
う
。

10
、
藤
永
が
扇
で
顔
を
隠
し
て
い
た
時
頼
に
扇
を
と
れ
と
詰
め
寄
る
。

最
明
寺
は
正
体
を
明
か
し
、
藤
永
に
月
若
の
所
領
を
返
還
さ
せ
、

さ
ら
に
藤
永
の
罪
を
不
問
と
し
て
一
族
の
繁
栄
を
図
ら
せ
る
。

11
、
結
末
。

主
眼
は
シ
テ
の
藤
永
が
見
せ
る
船
の
縁
起
の
曲
舞
や
靴
鼓
で
あ
る

が
、
芸
尽
く
し
物
の
能
で
あ
り
な
が
ら
芸
尽
く
し
を
行
う
シ
テ
が
悪

人
と
い
う
珍
し
い
設
定
の
能
で
あ
る
。
詞
章
は
他
の
能
と
共
通
す
る

部
分
が
か
な
り
多
く
、
様
々
の
能
か
ら
寄
せ
集
め
て
作
ら
れ
た
雰
囲

(
3
)
 

気
の
濃
い
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

け
で
、
《
藤
永
》
の
よ
う
に
ア
イ
が
劇
中
大
き
な
役
割
を
果
た
す
曲

で
あ
っ
て
も
そ
の
セ
リ
フ
や
役
名
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
た
と
え
ば
比
較
的
間
狂
言
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
る
妙
庵
本

や
淵
田
本
に
お
い
て
も
〈
藤
永
》
の
ア
イ
は
藤
永
の
従
者
の
役
も
鳴

尾
の
従
者
の
役
も
ど
ち
ら
も
「
ヲ
カ
シ
」
と
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以

上
の
記
述
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
鳴
尾
の
従
者
に
つ
い
て
は
岡
家
蔵

『
観
世
流
仕
舞
付
』
で
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る。

シ
テ
折
え
ほ
し
、
直
垂
ノ
上
う
し
ろ
は
な
す
。
大
口
少
花
や
か

に
出
立
也
。
刀
さ
す
。
扇
持
。
太
刀
持
、
狂
言
者
也
。
（
中
略
）

扱
、
下
り
は
二
て
な
る
を
出
る
。
ゑ
ほ
し
・
直
垂
・
大
口
•
も

テママ）
し
ハ
上
下
ノ
上
に
て
も
。
供
、
上
下
着
、
壱
人
。
又
、
か
い
あ

み
出
る
。
（
中
略
）
「
藤
永
殿
へ
酒
を
す
A

め
候
へ
」
と
な
る
を

云
時
か
い
あ
み
酌
す
る
。
頓
て
「
か
い
あ
み
一
ツ
舞
候
へ
」
と

云
。
「
畏
た
」
と
云
て
、
「
一
天
四
海
波
」
を
ま
ふ
て
、
「
此
扇

を
は
藤
永
殿
へ
さ
し
申
」
と
云
て
引
こ
ミ
、
笛
吹
ノ
所
へ
行
、

ゐ
る
。
又
な
る
を
「
か
い
あ
み
其
扇
を
藤
永
殿
へ
さ
せ
」
と
も

云
也
。

こ
の
よ
う
に
『
観
世
流
仕
舞
付
』
で
は
鳴
尾
の
従
者
を
「
か
い
あ
み
」

と
固
有
の
名
称
で
呼
ん
で
い
る
。
他
の
間
狂
言
本
を
検
証
す
る
と
、(

4
)
 

『
観
世
流
仕
舞
付
』
以
前
の
内
容
と
み
ら
れ
る
『
能
間
・
作
物
作
法
』

で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
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後
と
う
ゑ
い
の
と
も
に
き
や
う
け
ん
出
ル
。
と
う
ゑ
い
と
狂
言
、

少
せ
り
ふ
あ
り
。
さ
て
、
さ
か
り
は
に
て
な
る
を
出
ル
。
さ
か

り
は
過
て
、
と
う
ゑ
い
の
と
も
と
、
な
る
お
の
方
の
き
や
う
け

ん
と
せ
り
ふ
あ
り
。
さ
か
も
り
あ
り
。
な
る
を
の
方
の
狂
言
一

さ
し
ま
ふ
て
、
と
う
ゑ
い
へ
あ
ふ
き
を
さ
す
。

こ
こ
で
は
ア
イ
の
役
名
を
記
さ
ず
、
ま
た
大
蔵
流
の
江
戸
初
期
の
間

狂
言
資
料
で
あ
る
「
貞
享
松
井
本
」
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）
で

も
特
定
の
役
名
は
記
さ
な
い
。
比
較
的
古
い
演
出
資
料
で
間
狂
言
に

つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
も
の
は
非
常
に
少
な
く
、
そ
の
中
か
ら
ア

(
5
)
 

イ
の
型
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
を
探
せ
ば
「
福
王
流
古
型
付
]
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
単
に
「
狂
言
」
と
記
し
て
い
る
。
管
見
に
入
っ
た

資
料
で
鳴
尾
の
従
者
の
役
名
を
「
能
力
」
と
記
す
初
例
は
大
蔵
虎
清

(
6
)
 

に
よ
る
寛
永
十
六
年
筆
の
『
間
・
風
流
伝
書
j

で
、
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。後

の
あ
い
し
ら
い
、

の
、
と
も
を
し
て
、

の
ふ
り
き
に
出
立
な
り
。
な
る
わ
う
と

お
な
し
や
う
に
さ
A

の
は
を
か
た
け
て
立

衆
お
な
し
こ
と
く
に
う
た
う
て
出
て
、
た
か
ひ
に
り
や
う
は
う

入
ち
か
へ
、
と
う
と
ゐ
る
時
、
の
ふ
り
き
は
つ
：
み
う
ち
の
前

に
な
を
る
。

鳴
尾
の
従
者
を
「
能
力
」
と
呼
ぶ
例
は
こ
の
虎
清
本
が
最
初
な
の

で
あ
る
が
、
「
能
力
」
が
元
の
形
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
能
力
と
い
う
の
が
「
寺
の
下
働
き
を
す
る
男
」
を

意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
武
士
で
あ
る
鳴
尾
に
付
き
従
う
の
が
寺
院

関
係
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
藤

永
の
従
者
で
あ
る
「
太
刀
持
」
と
区
別
す
る
た
め
だ
け
に
「
能
力
」

と
し
た
だ
け
と
は
考
え
に
く
い
。

「
か
い
あ
み
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
役
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
実
は
「
か
い
あ
み
」
と
い
う
名
前
は
、

I

観
世
流
仕

舞
付
j

に
だ
け
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
か
い
あ
み
」
な
る
名
は

狂
言
《
若
菜
》
の
和
泉
流
の
諸
本
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
固
有
名
詞

な
の
で
あ
る
。

《
若
菜
》
は
『
天
正
狂
言
本
』
に
も
見
え
る
古
く
か
ら
成
立
し
て

い
た
狂
言
で
、
和
泉
流
の
諸
本
に
沿
っ
て
内
容
を
説
明
す
る
と
、
八

瀬
・
大
原
に
小
鳥
を
狙
い
に
出
た
大
名
と
「
か
い
あ
み
」
が
若
菜
を

摘
む
大
原
女
た
ち
と
出
会
い
、
酒
宴
に
誘
い
、
互
い
に
舞
謡
っ
て
楽

し
い
時
を
過
ご
す
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
（
「
か
い
あ
み
」
の
名
を
除
け

ば
、
『
天
正
狂
言
本
』
、
大
蔵
流
・
鷺
流
共
に
お
お
よ
そ
の
あ
ら
す
じ
は
和
泉

(
1
)
 

流
と
同
じ
で
あ
る
。
）
ま
ず
は
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
に
よ
っ
て
《
若

菜
》
の
冒
頭
の
部
分
を
あ
げ
る
。

大
名
一
人
出
て
、
「
面
白
春
じ
ゃ
」
と
云
、
「
野
あ
そ
び
に
行
」

と
云
て
、
か
い
あ
み
を
よ
び
出
す
、
か
ぃ
出
る
、
右
の
通
云
て

「
野
遊
ひ
に
行
」
と
云
、
か
い
「
よ
う
御
ざ
ら
う
」
と
云
、
「
何

方
へ
行
か
う
ぞ
」
と
云
、
シ
カ
（
、
か
い
「
八
瀬
、
小
原
が
よ

う
御
ざ
ら
う
」
と
云
、
「
お
も
し
ろ
い
所
か
」
と
云
、
か
い
「
今
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時
分
は
女
共
が
大
ぜ
い
小
原
木
と
申
物
を
い
た
ゞ
き
つ
れ
て
京

へ
出
る
が
、
小
う
た
な
ど
を
う
た
ふ
て
お
も
し
ろ
い
」
と
云
゜

大
蔵
流
、
鷺
流
の
諸
本
で
は
単
に
「
下
人
」
と
す
る
役
で
あ
る
が
、

和
泉
流
で
は
「
か
い
阿
禰
」
（
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
で
は
「
海
阿
み
」

と
も
表
記
す
る
）
な
る
固
有
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
役
名
は
異

な
れ
ど
大
名
の
下
人
の
よ
う
な
役
割
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い

が
、
よ
り
そ
の
役
割
を
明
示
し
て
い
る
の
が
三
宅
庄
一
手
沢
本

(
8
)
 

（
『
狂
言
集
成
」
収
載
）
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
あ
げ
る
と
、

ア
ド
「
大
果
報
の
者
で
御
座
る
。
い
つ
も
と
は
申
し
な
が
ら
。

当
年
の
様
な
の
ど
か
な
春
は
御
座
ら
ぬ
。
今
日
は
童
坊
の
か
い

阿
禰
を
召
連
れ
。
野
邊
へ
小
鳥
を
狙
ひ
に
出
で
う
と
存
ず
る
。

（
中
略
）
シ
テ
「
畏
ま
つ
て
御
座
る
。
や
い
|
¥
‘
。
今
日
は
頼
う

だ
お
方
が
野
遊
び
に
出
で
う
と
仰
せ
ら
る
＼
。
下
部
の
衆
は
竹

筒
の
用
意
を
し
て
。
見
え
隠
れ
に
お
供
さ
し
ま
せ
。
申
附
け
て

御
座
る
。
ア
ド
「
小
鳥
を
狙
ふ
刺
竿
を
持
て
。
シ
テ
「
畏
ま
つ
て

御
座
る
。
特
這
匹
い
。
ア
ド
「
さ
あ
|
＼
来
い
。
シ
カ
（
。
誠
に
。

童
坊
も
多
い
中
に
。
汝
は
譜
代
の
者
ぢ
や
に
依
つ
て
。
い
つ
も

心
安
う
供
を
言
附
く
る
。
随
分
奉
公
を
大
事
に
掛
け
い
。
髪
を

生
や
し
て
歴
々
の
侍
に
取
立
て
う
ぞ
。

と
、
こ
の
よ
う
に
「
か
い
あ
み
」
を
「
か
い
阿
弥
」
と
し
、
は
っ
き

り
と
「
同
朋
衆
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
確
か
に
阿
弥
号
を
持

っ
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
「
か
い
あ
み
」
は
た
だ
の
下
人
で
は
な
く
、

同
朋
衆
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
《
若
菜
》

に
見
え
る
「
か
い
あ
み
」
に
つ
い
て
は
早
く
林
屋
辰
三
郎
氏
が
『
中

(
9
)
 

世
藝
能
史
の
研
究
]
の
中
で
こ
の
『
狂
言
集
成
』
の
《
若
菜
》
の
本

文
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
同
朋
衆
の
か
い
阿
禰
は
、
す
べ
て
の
同
朋
衆
に
通
ず
る

と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
野
邊
に
小
鳥
を
追
う
餌
取
に
も
長

じ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
阿
禰
琥
を
も
ち
時
宗
の
徒
で
あ
る
こ

と
は
や
が
て
髪
を
は
や
し
て
歴
々
の
侍
に
取
り
立
て
ら
れ
る
と

い
う
身
分
向
上
の
前
提
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
き
わ
め
て

あ
ざ
や
か
に
描
破
さ
れ
る
。

鳴
尾
の
従
者
が
能
力
で
は
な
く
、
本
来
「
観
世
流
仕
舞
付
』
が
示
す

よ
う
に
僧
体
で
あ
る
同
朋
衆
の
よ
う
な
役
で
あ
る
方
が
よ
り
ふ
さ
わ

し
い
と
言
え
よ
う
。
和
泉
流
の
《
若
菜
》
に
見
ら
れ
る
「
か
い
あ
み
」

の
よ
う
な
同
朋
衆
的
な
者
が
鳴
尾
の
従
者
と
し
て
《
藤
永
》
に
登
場

す
る
形
が
本
来
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
僧
体
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
固
有
の
名
前
が
失
わ
れ
、

間
狂
言
の
役
名
の
類
型
化
の
中
で
「
能
力
」
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
固
有
の
名
前
を
持
つ
間
狂
言
の
役
と
い
う
の
は
あ
ま
り
例
が
無

(10) 

く
、
現
行
曲
で
言
え
ば
数
例
に
過
ぎ
な
い
。
『
観
世
流
仕
舞
付
』
を

概
観
し
て
も
、
固
有
の
名
前
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
ア
イ
は
他
に
見
え

ず
、
《
藤
永
》
の
例
が
特
殊
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
か
い
あ
み
一
ツ
舞
候
へ
」
や
「
か
い
あ
み
其
扇
を
藤
永
殿
へ
さ
せ
」
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曲
中
で
鳴
尾
の
従
者
（
能
力
）
は
登
場
後
す
ぐ
に
嗚
尾
の
求
め
に

(11) 

応
じ
て
小
舞
（
型
付
に
よ
っ
て
曲
は
異
な
る
）
を
舞
う
。
さ
ら
に
、
船

の
起
源
の
曲
舞
を
シ
テ
が
舞
っ
た
後
、
ア
イ
が
さ
ら
に
一
番
舞
を
舞

っ
た
こ
と
が
「
観
世
流
仕
舞
付
』
の
次
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。

「
よ
し
野
た
っ
た
の
花
」
を
云
、
さ
つ
と
た
つ
は
ひ
プ
三
段
ノ

舞
也
。
曲
舞
其
ま
、
ま
ふ
。
替
事
な
し
。
「
此
御
代
ガ
お
こ
れ

り
」
と
云
時
か
い
あ
ミ
出
て
、
「
我
等
も
君
ノ
お
か
ら
か
さ
を

（
マ
マ
）

良
鳥
け
き
し
う
に
も
た
せ
て
」
と
云
て
ま
ふ
。
（
中
略
）
狂
言

と
う
な
つ
く
時
、
見
付
て
あ
い
さ
つ
如
常
。
又
、
鷺
仁
右
衛
門

ハ
右
ノ
謡
ノ
次
に
「
又
い
た
ゐ
け
し
た
る
物
あ
り
」
と
ま
ふ
た

る
也
。

二
番
の
舞
を
舞
う
例
は
さ
ら
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
、
前
田
の
神
宮
文

庫
蔵
『
能
間
・
作
物
作
法
』
で
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

さ
か
り
は
過
て
、
と
う
ゑ
い
の
と
も
と
、
な
る
お
の
方
の
き
や

う
け
ん
と
せ
り
ふ
あ
り
。
さ
か
も
り
あ
り
。
な
る
を
の
方
の
狂

ア
イ
の
小
舞

と
先
述
し
た
と
お
り
、
『
観
世
流
仕
舞
付
』
が
引
用
す
る
詞
章
の
中

で
「
か
い
あ
み
」
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
『
観
世

流
仕
舞
付
j

の
編
者
の
思
い
こ
み
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
セ

リ
フ
を
実
際
に
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

言
一
さ
し
ま
ふ
て
、
と
う
ゑ
い
へ
あ
ふ
き
を
さ
す
。
さ
て
く
せ

ま
い
過
、
又
き
や
う
け
ん
少
ま
ふ
。

こ
の
よ
う
に
鳴
尾
の
従
者
が
合
計
二
番
の
小
舞
を
能
の
中
で
舞
う
の

で
あ
れ
ば
次
の
よ
う
に
芸
尽
く
し
が
展
開
さ
れ
る
。

鳴
尾
他
（
小
歌
）
ー
従
者
（
小
舞
）
ー
藤
永
（
男
舞
）
ー
藤
永

（
船
の
縁
起
の
曲
舞
）
ー
従
者
（
小
舞
）
ー
藤
永
（
謁
鼓
）

こ
の
形
の
方
が
藤
永
と
鳴
尾
側
の
双
方
で
舞
を
見
せ
あ
う
感
が
強

い
。
シ
テ
一
人
の
芸
尽
く
し
で
は
な
く
、
ア
イ
の
見
せ
る
芸
も
能
の

中
で
の
見
せ
場
の
一
っ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
ア
イ
は
「
能

カ
」
で
は
な
く
、
一
芸
の
あ
る
同
朋
衆
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
全
く
〈
藤
永
》
と
接
点
が
な
い
と
思
わ
れ
る
狂

言
《
若
菜
》
に
同
じ
「
か
い
あ
み
」
と
い
う
名
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
憶
測
の
域
を
全
く
出
な
い
が
、
最
後
に
簡
単
な
推
論
を
述
べ

て
み
た
い
。

能
《
藤
永
》
と
狂
言
《
若
菜
》
に
は
共
通
し
た
要
素
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
大
名
が
野
外
へ
遊
び
に
出
て
酒
宴
に
興
じ
、
そ
こ
で
互
い
に

舞
を
舞
っ
た
り
謡
っ
た
り
す
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
《
藤
永
》
の

場
合
は
前
後
に
月
若
の
所
領
問
題
が
配
置
さ
れ
る
が
、
見
せ
場
と
な

お
わ
り
に
ー
《
藤
永
》
と
《
若
菜
》
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る
の
は
シ
テ
・
藤
永
の
芸
尽
く
し
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
も
、
芸
を
見
せ
る
の
は
藤
永
だ
け
で
な
く
、
嗚
尾
の
従
者
も
小
舞

を
見
せ
る
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
く
は
鳴

尾
の
従
者
と
藤
永
が
交
互
に
舞
を
舞
う
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
《
藤
永
》
で
登
場
す
る
鳴
尾
の
立
衆
（
シ
テ
ツ
レ
）
は

笹
を
持
ち
、
揃
っ
て
複
数
名
（
演
出
資
料
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る

が
、
二
、
三
名
か
ら
多
い
場
合
は
七
名
程
）
が
下
リ
端
に
の
っ
て
登
場

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
形
も
《
若
菜
》
に
お
け
る
立
衆
の
大
原
女

の
登
場
を
連
想
さ
せ
る
。

〈
藤
永
》
も
《
若
菜
》
も
上
演
記
録
の
初
出
は
い
ず
れ
も
天
文
年

間
（
《
藤
永
〉
は
天
文
元
年
、
〈
若
菜
〉
は
天
文
五
年
）
で
あ
り
、
ど
ち

ら
が
先
に
現
在
の
形
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
特

に
、
《
藤
永
〉
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
以
前
の
《
藤
永
》

か
ら
、
現
存
の
〈
藤
永
〉
に
到
る
ま
で
か
な
り
の
変
遷
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
変
遷
の
過
程
で
の
《
藤
永
》
が
《
若
菜
一
の
成

立
に
な
ん
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ

う
か
。
《
藤
永
》
も
《
若
莱
〉
も
類
曲
を
見
な
い
特
殊
な
作
品
と
言

え
る
だ
け
に
、
そ
の
成
立
に
関
わ
る
共
通
し
た
も
の
が
見
い
だ
せ
る

か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
〈
藤
永
〉
の
ア
イ
に
関
す
る
問
題
点
を
『
観
世
流
仕
舞
付
』

の
記
事
か
ら
拾
っ
て
み
た
が
、
な
に
ぶ
ん
間
狂
言
に
関
す
る
資
料
は

少
な
く
、
古
い
演
出
形
態
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
だ
け

に
『
観
世
流
仕
舞
付
』
の
記
事
は
断
片
的
な
が
ら
も
古
い
間
狂
言
、

特
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
ア
シ
ラ
イ
ア
イ
に
つ
い
て
の
情
報

を
与
え
て
く
れ
る
貴
重
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

(
1
)

〈
藤
永
》
は
〈
藤
栄
〉
と
も
表
記
す
る
が
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て

室
町
末
期
の
紗
写
謡
本
（
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
本
八
郎
本
転
写
三
番

綴
謡
本
」
、
松
井
文
庫
蔵
「
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
」
、
『
妙
庵
玄
又
手
沢

五
番
綴
謡
本
」
、
鴻
山
文
庫
蔵
「
小
宮
山
藤
右
衛
門
元
政
本
j

等
）
や

現
行
金
春
流
・
金
剛
流
・
喜
多
流
で
採
用
さ
れ
て
い
る
〈
藤
永
〉
の
表

記
を
採
用
し
た
。

(
2
)

「
観
阿
弥
時
代
の
能
」
竹
本
幹
夫
氏
（
マ
文
学
』
昭
和
五
十
八
年
七
月

号
）
な
ど
。

(
3
)

サ
シ
・
上
ゲ
歌
・
下
ゲ
歌
は
〈
忠
度
〉
、
ク
セ
は
《
自
然
居
士
》
等
。

詳
し
く
は
「
〈
藤
栄
》
考
ー
現
存
詞
章
と
『
昔
の
藤
栄
の
論
義
』
を
め

ぐ
っ
て
ー
」
樹
下
文
隆
氏
（
「
広
島
女
子
大
国
文
j

十
五
号
）
参
照
。

(
4
)

「
能
間
・
作
物
作
法
ー
神
宮
文
庫
本
間
狂
言
等
資
料
ー
」
伊
藤
正
義
氏

（
大
阪
市
立
大
学
「
文
学
史
研
究
』
＋
九
号
）
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

(
5
)

『
福
王
流
古
伝
書
集
成
」
（
伊
藤
正
義
編
、
和
泉
書
院
刊
平
成
五
年
）

所
収
。

(
6
)

鴻
山
文
庫
蔵
。

(
7
)

「
天
理
本
狂
言
六
義
』
下
（
北
川
忠
彦
他
編
、
三
弥
井
書
店
刊

七
年
）
に
よ
っ
た
。

(
8
)野
々
村
戒
三
•
安
藤
常
次
郎
編
、
春
陽
堂
刊

注

昭
和
六
年
。

平
成
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(
9
)
岩
波
書
店
刊
、
昭
和
三
十
五
年
。
第
四
章
「
中
世
藝
能
座
の
成
立
」

参
照
。

(10)
小
林
責
氏
「
間
狂
言
の
発
想
ー
そ
の
役
柄
に
関
連
し
て
ー
」
（
『
国
文

学
」
昭
和
五
十
三
年
六
月
号
）
に
よ
れ
ば
、
〈
蝉
丸
〉
の
博
雅
三
位
、

〈
小
袖
曽
我
〉
の
春
日
局
、
〈
初
雪
〉
の
侍
女
夕
霧
、
〈
夜
討
曽
我
〉

の
大
藤
内
な
ど
、
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

(11)
「
観
世
流
仕
舞
付
」
「
間
・
風
流
伝
書
j

で
は
「
一
天
四
海
波
」
、
無
刊

記
本
「
整
版
間
の
本
J

(
「
翻
刻
古
版
本
間
狂
言
」
田
中
允
氏
、
『
青

山
語
文
」
三
）
で
は
「
京
み
や
げ
」
を
舞
う
と
す
る
。

〔
付
記
〕本

稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
許
可
下
さ
っ
た
法
政

大
学
能
楽
研
究
所
を
は
じ
め
諸
研
究
機
関
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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