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121　　

は
じ
め
に

　

今
日
は
秋
ら
し
い
爽
や
か
な
日
曜
日
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
貴
重
な
日
に
お
運
び
頂
き
ま
し
て
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。

ち
ゃ
ん
と
ご
期
待
に
沿
え
る
か
ど
う
か
、
不
安
で
す
。
と
申
し
ま

す
の
は
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ
に
向
か
っ
て
調
べ
ご
と
を
し
て
い
る

と
、
小
林
責
先
生
と
い
う
本
学
の
名
誉
教
授
が
お
書
き
に
な
っ
た

も
の
に
必
ず
突
き
当
た
る
の
で
す
。
代
表
的
な
の
は
、『
狂
言
史

研
究
』（
わ
ん
や
書
店
、
一
九
七
九
年
）
と
い
う
ご
著
書
で
あ
り
、

横
道
萬
里
雄
先
生
と
の
共
著
『
能
・
狂
言
』（
岩
波
セ
ミ
ナ
ー

ブ
ッ
ク
ス
59
、
一
九
九
六
年
）
で
す
が
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら

五
〇
年
代
に
か
け
て
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
に
連
載
さ
れ
た
狂
言
師

第
五
回　

能
楽
研
究
講
座

近
代
の
狂
言
師
た
ち
─
名
人
を
た
ど
っ
て

羽　

田　
　
　

昶

の
評
伝
が
あ
り
ま
す
し
、
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
『
金
春
月
報
』
の

二
〇
〇
〇
年
七
月
号
か
ら
五
回
、
狂
言
の
歴
史
を
連
載
し
て
い
ら

し
て
、
そ
こ
に
近
代
の
こ
と
ま
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

今
日
は
小
林
先
生
に
お
話
し
頂
け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
目
下
、

療
養
中
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の

に
拠
り
か
か
り
な
が
ら
お
話
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

狂
言
の
地
位
の
変
遷

　

狂
言
の
地
位
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し

た
。
戦
後
に
わ
か
に
狂
言
の
質
が
高
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

観
客
側
が
狂
言
を
再
発
見
し
再
認
識
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
至

る
ま
で
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ
て
高
い
実
力
を
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持
っ
た
狂
言
師
た
ち
が
沢
山
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
へ
ん
の
こ
と

を
今
日
は
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
能
楽
界
に
最
も
特
徴
的
な
現
象
は
狂
言

の
地
位
が
向
上
し
た
こ
と
で
す
。
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
狂
言

師
の
実
力
は
戦
前
の
あ
る
時
期
か
ら
あ
る
高
み
に
到
達
し
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
々
の
狂
言
を
見
る
目
が
、
能
に
比
べ
て

著
し
く
公
平
さ
を
欠
い
て
い
ま
し
た
。
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
狂

言
を
能
よ
り
も
一
段
低
い
も
の
と
し
て
不
当
に
軽
視
す
る
。
こ
れ

が
能
楽
堂
の
観
客
の
一
般
的
な
態
度
だ
っ
た
ん
で
す
。
昔
の
入
門

書
の
類
に
は
、
よ
く
「
狂
言
は
能
と
能
と
の
間
の
慰
み
だ
」「
刺

身
の
つ
ま
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
書
か
れ
方
が
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
。

　

能
は
明
治
維
新
で
著
し
く
衰
微
し
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
わ
け
で

す
が
、
や
が
て
再
興
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
援
を
し
た
お
も
な

人
々
は
、
新
興
の
財
閥
で
あ
っ
た
り
、
旧
公
家
・
大
名
な
ど
の
華

族
階
級
で
し
た
。
旧
公
家
・
大
名
と
い
っ
た
、
江
戸
時
代
か
ら

能
・
狂
言
を
見
続
け
て
い
た
階
層
の
人
々
は
能
楽
全
体
に
つ
い
て

精
通
し
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
、
狂
言
に
つ
い
て
も
見
識
が

あ
り
ま
し
た
。
私
は
三
宅
藤
九
郎
さ
ん
か
ら
う
か
が
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
け
ど
、
前
田
利
鬯
と
い
う
、
大
聖
寺
様
と
呼
ば
れ
て
い

た
、
金
沢
大
聖
寺
藩
の
大
名
出
身
の
方
な
ど
は
、
能
も
狂
言
も
非

常
に
よ
く
知
っ
て
い
て
、
狂
言
に
つ
い
て
も
、
い
い
意
味
で
厳
し

い
批
評
を
し
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
に
わ
か
に
能
楽
堂
へ
行
く
よ

う
に
な
っ
た
人
々
の
中
に
は
、
謡
を
習
っ
て
能
を
見
に
行
く
も
の

の
、
習
っ
て
い
る
先
生
の
能
が
終
わ
っ
て
狂
言
が
始
ま
る
と
、
自

分
と
は
関
係
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
、
ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
話
し
始

め
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

江
戸
時
代
ま
で
の
狂
言
が
ど
う
だ
っ
た
か
詳
し
く
は
存
じ
ま
せ

ん
が
、
能
楽
そ
の
も
の
が
武
家
式
楽
の
芸
能
と
し
て
演
じ
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
不
当
な
扱
い
は
受
け
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
以
後
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ

う
に
新
興
階
級
の
人
た
ち
が
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
と
し
て
幅
を
利
か

せ
た
、
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
光
景
は
、
私
な
ど
が
能
を
見
始
め
た
昭
和
三
〇
年
代

初
期
に
も
ざ
ら
に
見
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
大
曲
の
観
世

会
館
で
も
水
道
橋
能
楽
堂
で
も
染
井
能
楽
堂
で
も
矢
来
能
楽
堂
で

も
、
シ
テ
方
が
主
催
す
る
能
の
会
で
の
狂
言
に
は
、
そ
う
い
う
現



123　　近代の狂言師たち

象
が
非
常
に
多
か
っ
た
で
す
ね
。

　

と
同
時
に
、
そ
の
頃
は
い
わ
ゆ
る
狂
言
ブ
ー
ム
の
直
後
で
も
あ

り
、
狂
言
の
魅
力
、
狂
言
の
真
価
が
捉
え
直
さ
れ
て
き
た
時
期
で

も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
今
日
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
狂
言
師
た
ち

の
芸
が
舞
台
に
輝
い
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
狂
言

　

そ
の
前
に
江
戸
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
狂
言
に
は
大
蔵
流
と
鷺
流
と
和
泉
流
の
三
流
が
あ
り

ま
し
た
。

　

大
蔵
流
の
宗
家
は
大
蔵
彌
右
衛
門
家
で
、
金
春
座
付
で
す
が
、

大
蔵
流
に
は
、
分
家
の
八
右
衛
門
家
や
別
家
の
彌
太
夫
家
が
あ

り
、
八
右
衛
門
家
は
金
剛
座
、
彌
太
夫
家
は
宝
生
座
付
で
し
た
。

　

鷺
流
の
宗
家
は
鷺
仁
右
衛
門
家
、
分
家
に
伝
右
衛
門
家
が
あ

り
、
と
も
に
観
世
座
付
で
し
た
。

　

シ
テ
方
五
流
の
中
で
上
掛
リ
の
代
表
が
観
世
で
、
下
掛
リ
の
代

表
が
金
春
で
す
か
ら
、
大
蔵
流
と
鷺
流
は
武
家
式
楽
を
代
表
す
る

狂
言
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
和
泉
流
は
武
家
式
楽
で
は
な
く
、
禁
裏
、
つ
ま

り
宮
中
、
皇
室
御
用
の
役
者
で
す
。
七
世
山
脇
和
泉
守
元
宜
が
事

実
上
の
流
儀
の
形
成
者
で
、
流
儀
を
今
の
よ
う
な
体
制
に
広
め
た

人
で
、
京
都
に
住
ん
だ
ま
ま
尾
張
徳
川
藩
か
ら
禄
を
受
け
、
禁
裏

御
用
も
勤
め
て
い
ま
し
た
。
宗
家
の
山
脇
家
の
ほ
か
に
野
村
又
三

郎
家
と
三
宅
藤
九
郎
家
が
あ
り
ま
し
た
。
又
三
郎
家
も
藤
九
郎
家

も
京
都
に
住
ん
だ
ま
ま
、
又
三
郎
家
は
尾
張
徳
川
藩
、
藤
九
郎
家

は
加
賀
前
田
藩
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
加
賀
前
田
藩
や
尾
張
徳
川

藩
の
抱
え
で
あ
り
な
が
ら
、
京
都
に
住
ん
で
い
て
禁
裏
御
用
も
勤

め
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
和
泉
流
は
中
央
の
武
家
式
楽
に
所
属

し
て
い
た
大
蔵
流
・
鷺
流
と
は
少
し
違
う
ん
で
す
ね
。

明
治
以
降
の
狂
言
─
大
蔵
流
の
場
合

　

大
蔵
流
で
明
治
維
新
に
直
面
し
た
家
元
は
、
二
二
世
大
蔵
彌
太

郎
虎
年
で
し
た
。
こ
の
人
は
明
治
維
新
後
に
奈
良
に
帰
っ
て
し
ま

い
、
後
に
上
京
し
た
か
否
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
狂
言
を
演

じ
た
形
跡
も
な
く
、
最
後
は
酒
に
溺
れ
る
よ
う
な
形
で
、
明
治

一
四
年
に
奈
良
で
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
息
子
、
二
三
世
虎と

ら

一か
ず

は
、
当
時
一
四
歳
で
、
父
没
後
は
初
世
山
本
東
次
郎
の
も
と
に
寄

宿
し
、
東
次
郎
に
師
事
し
ま
す
が
、
明
治
一
五
年
に
宗
家
伝
来
の
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伝
書
を
残
し
た
ま
ま
東
次
郎
家
を
出
奔
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

後
は
、
京
都
で
印
刷
屋
を
し
て
い
た
と
か
、
結
婚
は
し
た
が
後
継

ぎ
は
で
き
な
か
っ
た
と
か
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
人
も
舞
台
復

帰
の
意
志
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

虎
一
が
家
芸
を
継
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
明
治
一
五
年
か
ら
昭

和
一
六
年
ま
で
約
六
〇
年
間
、
大
蔵
宗
家
は
中
絶
し
ま
す
。
八
右

衛
門
家
も
彌
太
夫
家
も
そ
れ
以
前
に
廃
絶
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ

の
間
、
東
京
は
山
本
東
次
郎
家
、
上
方
は
茂
山
千
五
郎
家
と
茂
山

忠
三
郎
家
が
舞
台
活
動
を
し
、
流
儀
を
運
営
し
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
一
六
年
に
な
っ
て
宗
家
が
再
興
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
二
四

世
彌
右
衛
門
で
す
。

　

茂
山
忠
三
郎
家
の
流
れ
を
追
っ
て
い
く
と
、
茂
山
（
後
に
善

竹
）
彌
五
郎
と
い
う
人
が
出
て
き
ま
す
。
彌
五
郎
さ
ん
に
は
忠
一

郎
・
吉
二
郎
・
玄
三
郎
・
幸
四
郎
・
圭
五
郎
と
い
う
五
人
の
お
子

さ
ん
が
い
ま
し
た
。
こ
の
次
男
の
吉
二
郎
さ
ん
と
、
二
二
世
虎
年

の
外
孫
の
お
嬢
さ
ん
が
結
婚
し
て
、
そ
れ
で
大
蔵
宗
家
を
再
興
し

よ
う
と
弟
子
家
の
人
た
ち
が
擁
立
し
た
ん
で
す
。
そ
の
方
が
二
四

世
で
、
そ
の
息
子
さ
ん
が
現
在
の
二
五
世
彌
右
衛
門
さ
ん
で
す
。

明
治
以
降
の
狂
言
─
和
泉
流
の
場
合

　

山
脇
和
泉
家
は
、
名
古
屋
に
住
ん
で
い
た
一
五
世
の
四
郎
元も

と

賀よ
し

が
幕
末
・
明
治
維
新
の
と
き
の
家
元
で
す
。
が
、
明
治
九
年
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
跡
を
継
い
だ
実
子
に
一
六
世
の
元
清
が

い
ま
し
て
、
明
治
一
四
年
、
野
村
与
作
の
勧
め
で
上
京
し
ま
す
。

こ
の
元
清
と
い
う
人
は
、「
三
番
叟
」
と
脇
狂
言
に
限
り
勤
め
た

と
い
う
ん
で
す
。
家
元
は
、
そ
れ
だ
け
演
じ
れ
ば
充
分
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
、
そ
の
他
の
こ
と
は
あ
ま
り
お
で
き
に
な
ら
な
か
っ

た
ら
し
い
。
実
力
・
人
気
と
も
に
流
内
で
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
か

れ
な
い
ま
ま
、
明
治
四
四
年
に
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
後
は
実
子
の

一
七
世
元
照
が
大
正
五
年
に
早
世
し
、
こ
こ
に
和
泉
流
も
宗
家
が

中
絶
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
は
初
世
野
村
萬
斎
（
万
蔵
家
の
五
世
、

た
だ
し
野
村
万
造
と
通
称
し
て
い
た
）・
藤
江
又
喜
・
一
一
世
野

村
又
三
郎
の
鼎
立
時
代
と
な
り
ま
す
。
昭
和
一
五
年
、
元
清
の
女

婿
、
山
脇
元
康
が
一
八
世
宗
家
と
な
り
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
の
素

人
で
何
も
で
き
な
い
人
で
、
し
か
も
昭
和
一
八
年
に
不
祥
事
を
起

こ
し
て
引
退
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
年
間
、
昭

和
の
一
〇
年
代
ま
で
、
家
元
は
「
あ
れ
ど
な
き
が
如
し
」
の
状
態
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が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

和
泉
流
宗
家
を
再
興
し
た
の
が
一
九
世
和
泉
保
之
（
後
の
元

秀
）
さ
ん
で
す
。
初
世
野
村
萬
斎
の
次
男
で
も
と
は
野
村
万
介
と

い
っ
た
人
が
、
師
匠
家
の
三
宅
家
を
継
い
で
九
世
三
宅
藤
九
郎
に

な
っ
た
。
そ
の
長
男
の
保
之
さ
ん
が
元
清
の
娘
ゆ
き
と
養
子
縁
組

し
て
山
脇
家
に
入
籍
し
ま
す
。
野
村
万
蔵
家
の
流
れ
を
汲
む
三
宅

家
の
長
男
が
山
脇
家
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

明
治
以
降
の
狂
言
─
鷺
流
の
場
合

　

鷺
流
の
場
合
は
一
九
世
鷺
権
之
丞
と
い
う
人
が
幕
末
・
維
新
期

の
家
元
で
す
が
、
こ
の
方
に
は
放
浪
癖
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
佐
渡

の
ほ
う
に
行
っ
た
り
、
丹
波
の
ほ
う
で
農
家
の
作
男
を
し
て
い
た

と
こ
ろ
を
観
世
流
家
元
の
観
世
清
孝
が
見
つ
け
て
、
東
京
へ
連
れ

戻
さ
れ
て
、
そ
の
後
は
芝
能
楽
堂
の
公
演
や
梅
若
の
舞
台
に
も
出

演
し
て
い
ま
す
が
、
明
治
二
八
年
に
貧
窮
の
ま
ま
亡
く
な
り
ま

す
。
そ
の
息
子
の
三
之
丞
と
い
う
方
は
芸
を
ま
っ
た
く
継
い
で
お

り
ま
せ
ん
。
分
家
の
一
一
世
浩
次
郎
も
明
治
一
五
年
に
は
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

鷺
流
は
ま
た
、
有
力
な
弟
子
家
の
名
女
川
庄
三
郎
と
か
矢
田
蕙

斎
な
ど
が
、
吾
妻
能
狂
言
と
い
う
、
長
唄
・
常
磐
津
な
ど
三
味
線

音
楽
の
一
流
の
演
奏
家
た
ち
と
一
緒
に
能
楽
を
大
衆
化
し
た
芸
能

に
出
演
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
治
初
期
の
能
が
衰
微
し
て
い
た
時

代
の
産
物
で
、
能
や
歌
舞
伎
が
復
興
し
て
き
た
明
治
一
〇
年
代
に

は
滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
が
、
鷺
流
の
役
者
は
引
き
続
き
歌
舞
伎

と
の
接
触
を
深
め
、
九
世
市
川
団
十
郎
や
七
世
松
本
幸
四
郎
に
狂

言
を
教
え
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
明
治
の

終
わ
り
か
ら
大
正
の
初
め
頃
に
中
央
の
能
界
か
ら
鷺
流
は
消
え
て

し
ま
い
ま
す
。

明
治
・
大
正
期
の
狂
言
師
た
ち

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
一
般
に
伝
統
芸
能
は
家
元
に
よ
っ
て
繋

が
っ
て
い
く
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
明
治
期
の
狂
言
界
で
は
、

家
元
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
い
な
い
。
家
元
が
い
な
く
と
も
芸
は

ず
っ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
む
し
ろ
家
元
で
は
な
い
実
力
者
に

よ
っ
て
明
治
の
狂
言
は
復
興
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
大
蔵
流
に

は
、
た
と
え
ば
藤
井
芳
松
、
大
蔵
八
郎
、
初
世
山
本
東
次
郎
と
い

う
実
力
者
が
い
て
、
復
興
期
の
大
蔵
流
の
三
名
人
と
言
わ
れ
た
そ

う
で
す
。
い
ず
れ
も
家
元
で
な
い
ど
こ
ろ
か
家
元
の
高
弟
と
い
う
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わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
頃
の
こ
と
で
す
の
で
、
ど
う
い
う
芸
で
あ
っ
た
か
詳
し
く

は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
三
名
人
は
有
力
な
番
組
に
出
場

し
て
お
り
ま
す
。
特
に
藤
井
芳
松
は
生
年
が
不
明
な
も
の
の
明
治

一
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
相
当
に
古
い
方
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
方
の
お
孫
さ
ん
が
シ
テ
方
喜
多
流
の
藤
井
好
人
と
い

う
方
で
、
昭
和
五
〇
年
前
後
の
こ
と
で
す
が
、
後
見
な
ど
に
よ
く

出
て
い
た
の
を
見
て
お
り
ま
す
。
小
柄
な
方
で
あ
ま
り
貫
禄
は
な

か
っ
た
も
の
の
、
優
し
い
顔
を
し
た
綺
麗
な
お
じ
い
さ
ん
と
い
う

タ
イ
プ
の
方
で
し
た
。

　

和
泉
流
に
は
三
宅
庄
市
と
い
う
方
が
い
ま
し
た
。
こ
の
方
は
藤

九
郎
を
名
の
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
三
宅
藤
九
郎
家
七
世
に
な
っ

て
い
ま
す
。
京
都
に
住
ん
で
、
金
沢
前
田
藩
の
役
者
で
し
た
。
岩

倉
具
視
・
三
条
実
美
・
前
田
斉
泰
・
前
田
利
鬯
と
い
う
方
々
の
引

き
も
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
野
村
与
作
を
は
じ
め
と
す
る
和

泉
流
の
人
は
金
沢
前
田
藩
か
ら
来
た
方
が
多
く
、
大
蔵
流
や
鷺
流

の
よ
う
に
武
家
式
楽
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
大
政
奉
還
で
天
皇
が

東
京
へ
移
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
京
都
か
ら
公
家
華
族
が
上
京
す

る
と
、
続
い
て
和
泉
流
の
人
た
ち
も
東
京
に
や
っ
て
く
る
と
い

う
、
時
代
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
三
宅
庄
市
や
野
村
与
作
と
い

う
和
泉
流
の
名
家
の
出
身
の
方
々
が
一
つ
の
復
興
期
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
っ
て
盛
り
返
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
方
々
に
続
く
狂
言
師
に
、
大
蔵
流
は
和
泉
流
ほ
ど
複
雑
で

は
な
く
、
大
蔵
宗
家
以
外
は
も
っ
ぱ
ら
茂
山
家
と
山
本
家
が
近
代

の
狂
言
を
盛
り
返
し
た
お
家
で
す
。
茂
山
千
五
郎
家
は
も
ち
ろ
ん

京
都
で
す
か
ら
、
ご
多
分
に
漏
れ
ず
禁
裏
御
用
で
す
け
れ
ど
も
、

彦
根
藩
の
お
抱
え
で
も
あ
り
、
京
都
と
い
う
と
こ
ろ
は
今
で
も
そ

う
で
す
が
、
東
京
の
よ
う
に
能
や
狂
言
を
し
か
つ
め
ら
し
く
真
面

目
に
見
る
と
い
う
よ
り
、
気
楽
に
楽
し
む
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
、
い
か
に
も
京
都
の
町
衆
の
風
土
の
中
か
ら
生
ま

れ
た
よ
う
な
楽
し
い
狂
言
と
い
う
芸
風
を
生
ん
で
い
ま
す
。

　

茂
山
千
五
郎
家
の
分
家
に
忠
三
郎
家
が
あ
り
、
忠
三
郎
家
の
さ

ら
に
分
家
と
言
う
べ
き
善
竹
彌
五
郎
か
ら
現
在
の
大
蔵
流
の
家
元

が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

東
京
の
大
蔵
流
は
も
っ
ぱ
ら
山
本
東
次
郎
家
で
す
。
山
本
東
次

郎
家
は
元
々
は
豊
後
中
川
藩
の
江
戸
詰
の
狂
言
師
で
し
た
。
明
治

以
後
、
一
旦
、
竹
田
へ
移
住
し
、
再
び
明
治
一
一
年
に
上
京
し

て
、
以
後
ず
っ
と
東
京
の
大
蔵
流
の
孤
塁
を
守
る
立
場
で
、
京
阪
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中
心
の
茂
山
家
に
対
し
て
、
東
京
の
大
蔵
流
は
山
本
家
が
も
っ
ぱ

ら
支
え
て
き
ま
し
た
。
山
本
家
は
今
の
東
次
郎
さ
ん
が
四
世
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

和
泉
流
は
野
村
又
三
郎
家
と
三
宅
藤
九
郎
家
と
い
う
名
家
が
あ

り
ま
す
が
、
三
宅
藤
九
郎
家
は
七
世
庄
市
と
八
世
惣
三
郎
が
亡
く

な
っ
た
あ
と
中
絶
し
ま
す
。
し
か
し
、
三
宅
家
の
弟
子
家
に
、
江

戸
時
代
に
ず
っ
と
金
沢
の
前
田
藩
で
町
役
者
と
し
て
活
躍
し
た
野

村
万
蔵
家
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
言
い
方
だ
と
「
手
役
者
」
と
「
町

役
者
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
手
役
者
は
直
接
の
抱
え
、
町

役
者
は
生
業
を
持
ち
な
が
ら
兼
業
で
狂
言
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

三
宅
藤
九
郎
家
は
手
役
者
で
野
村
万
蔵
家
は
町
役
者
で
し
た
が
、

芸
に
そ
れ
ほ
ど
の
上
下
の
隔
て
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
前
田
藩
町
役
者
で
あ
っ
た
野
村
万
蔵
家
の
五
世
万
造
が
明

治
一
三
年
に
上
京
し
て
、
三
宅
庄
市
・
野
村
与
作
・
三
宅
惣
三

郎
・
山
脇
元
清
ら
が
次
々
に
亡
く
な
っ
た
後
、
東
京
の
和
泉
流
の

中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
正
一
二
年
以
降
、
萬
斎

と
名
の
り
ま
す
。
こ
の
萬
斎
の
息
子
に
六
世
野
村
万
蔵
さ
ん
と
、

後
に
九
世
三
宅
藤
九
郎
に
な
る
野
村
万
介
さ
ん
と
い
う
、
優
れ
た

役
者
が
い
た
わ
け
で
す
。

　

大
蔵
流
に
は
三
世
山
本
東
次
郎
さ
ん
、
茂
山
千
五
郎
家
の
一
一

世
千
五
郎
さ
ん
（
後
に
三
世
千
作
）
と
、
茂
山
忠
三
郎
家
の
流
れ

を
汲
む
善
竹
彌
五
郎
が
い
ま
し
た
。

　

ず
っ
と
後
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
三
世
千
作
の
ご
子
息
で
あ
る

一
二
世
千
五
郎
（
四
世
千
作
）
と
千
之
丞
、
六
世
万
蔵
の
ご
子
息

で
あ
る
野
村
万
之
丞
（
今
の
萬
）・
万
作
と
い
う
、
二
組
の
ご
兄

弟
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
狂
言
界
を
牽
引
し
て
い
っ
た
優
秀

な
人
た
ち
で
す
ね
。

善
竹
彌
五
郎
の
芸

　

今
日
は
記
憶
に
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
五
人
の
方
の
舞
台
を
紹

介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
年
齢
順
に
申
し
ま
す
と
、
善
竹
彌
五
郎

さ
ん
が
、
明
治
一
六
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
際
立
っ
て
年
上
で
す

ね
。
こ
の
方
は
最
初
は
茂
山
久
治
、
そ
れ
か
ら
茂
山
彌
五
郎
と
な

り
、
昭
和
三
八
年
に
シ
テ
方
金
春
流
の
先
々
代
の
家
元
、
金
春
信

高
さ
ん
か
ら
金
春
禅
竹
に
ち
な
む
「
善
竹
」
と
い
う
姓
を
贈
ら
れ

た
の
を
機
に
、
す
で
に
大
蔵
彌
太
郎
と
な
っ
て
い
た
次
男
の
宗
家

一
家
は
別
に
し
て
、
四
人
の
息
子
さ
ん
、
四
人
の
お
孫
さ
ん
、
一

斉
に
善
竹
姓
に
な
り
ま
し
た
。
信
高
さ
ん
は
彌
五
郎
個
人
に
贈
っ
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た
姓
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
驚
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
エ
ッ
セ
イ

に
書
い
て
い
ま
す
。

　

善
竹
彌
五
郎
は
、
逆
境
の
中
で
育
っ
た
人
で
す
。
淀
藩
士
剣
持

と
い
う
人
の
息
子
で
す
が
、
二
歳
の
と
き
母
親
が
二
世
茂
山
忠
三

郎
良
豊
と
再
婚
し
た
の
で
、
そ
の
長
男
と
し
て
入
籍
し
ま
す
。
そ

の
後
、
良
豊
に
実
子
が
生
ま
れ
、
そ
の
方
が
三
世
忠
三
郎
に
な
り

ま
す
。
彌
五
郎
さ
ん
は
、
た
い
へ
ん
に
強
靱
な
、
ま
た
非
常
に
リ

ア
ル
な
芸
を
な
さ
っ
た
方
で
す
。

　

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
四
月
号
の
『
文
藝
春
秋
』
に
、
舞

台
俳
優
ベ
ス
ト
テ
ン
と
い
う
特
集
の
座
談
会
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

選
考
者
が
安
藤
鶴
夫
・
遠
藤
慎
吾
・
尾
崎
宏
次
・
武
智
鉄
二
・
戸

板
康
二
・
福
田
恆
存
・
村
山
知
義
と
い
う
面
々
。
演
劇
評
論
家
五

人
と
劇
作
家
二
人
の
七
人
が
色
々
と
議
論
を
重
ね
て
一
〇
人
の
舞

台
俳
優
を
選
ん
だ
ん
で
す
。
そ
の
経
過
が
座
談
会
に
な
っ
て
い

て
、
第
一
位
に
選
ば
れ
た
の
が
茂
山
彌
五
郎
さ
ん
で
し
た
。

　

あ
と
の
九
人
は
ど
う
い
う
人
か
と
い
う
と
、
歌
舞
伎
役
者
の
市

川
壽
海
、
八
世
松
本
幸
四
郎
（
後
の
白
鸚
）、
一
七
世
中
村
勘
三

郎
、
前
進
座
の
中
村
翫
右
衛
門
、
新
派
の
花
柳
章
太
郎
、
先
代
の

水
谷
八
重
子
、
新
劇
の
滝
沢
修
、
千
田
是
也
、
杉
村
春
子
。
こ
の

九
人
は
少
し
演
劇
に
興
味
の
あ
る
人
だ
っ
た
ら
知
ら
な
い
人
は
い

な
い
、
名
優
中
の
名
優
九
人
で
す
ね
。
そ
れ
に
伍
し
て
と
い
う

か
、
そ
れ
を
追
い
越
し
て
一
位
に
な
っ
た
の
が
茂
山
彌
五
郎
、
つ

ま
り
後
の
善
竹
彌
五
郎
で
し
た
。

　

こ
の
当
時
、
た
と
え
ば
今
の
野
村
萬
斎
さ
ん
人
気
の
よ
う
な
現

象
な
ん
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
九
人
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
彌
五
郎
を
知
っ
て
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
た
か
は

わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
能
や
狂
言
の
認
知
度
は
低
か
っ
た
ん
で

す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
抜
い
て
彌
五
郎
さ
ん
が
一
位
に
な
っ

た
。
私
は
こ
の
年
、
大
学
二
年
生
で
し
た
か
ら
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
『
文
藝
春
秋
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。
驚
き
ま
し
た
。「
へ
ェ
、

彌
五
郎
さ
ん
て
そ
ん
な
に
す
ご
い
の
」
っ
て
。
か
ろ
う
じ
て
彌
五

郎
さ
ん
の
舞
台
を
見
始
め
た
頃
で
し
た
。
い
い
こ
と
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。
古
典
芸
能
、
伝
統
芸
能
と
い
う
枠
の
中
で
は
な
く
て
、

他
の
九
人
と
並
ん
で
現
代
に
生
き
る
演
劇
人
と
し
て
狂
言
の
役
者

が
選
ば
れ
た
こ
と
は
。
で
も
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
の
も
否
め
な

い
。
七
人
の
選
考
者
た
ち
は
本
当
に
彌
五
郎
の
舞
台
を
見
続
け
て

い
て
評
価
し
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
冗
談
半
分
の
邪
推
で
す

が
、
多
分
、
彌
五
郎
さ
ん
を
ち
ゃ
ん
と
認
識
し
て
自
信
を
持
っ
て
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推
し
た
の
は
武
智
鉄
二
さ
ん
だ
け
で
し
ょ
う
。
他
の
方
は
武
智
鉄

二
さ
ん
の
威
勢
に
恐
れ
て
（
笑
）、
と
い
う
か
、
能
・
狂
言
に
も

見
識
あ
る
と
こ
ろ
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
賛
成
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
福
田
恆
存
・
村
山
知
義
・
安
藤
鶴
夫
と

い
う
よ
う
な
人
た
ち
が
能
楽
堂
に
い
た
の
を
見
た
こ
と
な
い
で
す

ね
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彌
五
郎
さ
ん
は
舞
台
俳
優
と
し
て
は
強

く
リ
ア
ル
な
芸
を
持
っ
た
役
者
さ
ん
で
し
た
。

三
世
茂
山
千
作
・
三
世
山
本
東
次
郎

　

彌
五
郎
さ
ん
は
大
阪
、
千
作
さ
ん
は
京
都
で
、
非
常
に
上
方
風

の
芸
で
、
と
も
に
東
京
と
は
違
う
リ
ア
ル
な
芸
風
の
持
ち
主
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
彌
五
郎
さ
ん
に
比
べ
て
千
作
さ
ん
の
芸
は
あ
ま

り
粘
着
質
で
は
な
く
、
と
て
も
粋
な
感
じ
が
す
る
も
の
で
し
た
。

相
当
に
リ
ア
ル
な
芸
を
し
て
も
あ
ざ
と
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
非

常
に
す
っ
き
り
と
し
た
嫌
み
の
な
い
芸
だ
と
思
い
ま
す
。
彌
五
郎

さ
ん
が
庶
民
的
で
土
臭
い
の
と
は
対
照
的
に
い
か
に
も
京
都
風
の

洗
練
さ
れ
た
芸
で
し
た
。
谷
崎
潤
一
郎
が
フ
ァ
ン
で
「
月
と
狂
言

師
」
と
い
う
、
優
れ
た
千
作
論
で
も
あ
る
作
品
が
あ
り
ま
す
。

　

大
蔵
流
に
は
硬
骨
漢
の
三
世
山
本
東
次
郎
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

こ
の
方
は
ま
た
、
彌
五
郎
さ
ん
や
千
作
さ
ん
と
比
べ
る
と
、
同
じ

大
蔵
流
か
と
思
う
ほ
ど
ガ
ラ
リ
と
違
い
ま
す
。
非
常
に
か
っ
ち
り

と
し
た
様
式
と
、
い
わ
ゆ
る
武
家
式
楽
的
な
堅
さ
を
ず
う
っ
と
堅

持
し
て
い
ま
し
た
。
笑
い
を
取
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
精
神
と
い
う

も
の
を
お
よ
そ
嫌
っ
て
、
別
に
面
白
く
な
く
や
ろ
う
と
思
っ
た
わ

け
で
も
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
安
易
に
笑
い
を
取
ろ
う
と
す
る

芸
を
し
な
か
っ
た
人
で
す
。
じ
つ
は
晩
年
の
昭
和
三
九
年
に
拝
見

し
て
、「
あ
ア
、
だ
い
ぶ
東
次
郎
さ
ん
も
変
わ
っ
た
な
あ
。
こ
れ

か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
円
熟
味
の
あ
る
、
自
然
な
お
か
し
み
の
あ

る
狂
言
も
お
や
り
に
な
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
た
数
ヶ
月
後
に

お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
東
次
郎
さ
ん
の
堅
さ
と
い
う
も
の
は
、
今
の
息
子
さ
ん
た

ち
や
お
孫
さ
ん
た
ち
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

六
世
野
村
万
蔵
・
九
世
三
宅
藤
九
郎

　

次
に
和
泉
流
、
野
村
万
蔵
家
の
六
世
万
蔵
と
九
世
三
宅
藤
九
郎

で
す
が
、
六
世
万
蔵
さ
ん
と
い
う
方
は
、
今
風
に
言
い
ま
す
と
、

「
ザ
・
狂
言
」
と
い
う
か
、
こ
の
人
こ
そ
が
近
現
代
の
狂
言
を
代

表
す
る
方
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
何
回
か
あ
ち
こ
ち
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に
書
き
ま
し
た
が
、
三
宅
藤
九
郎
さ
ん
か
ら
直
に
し
み
じ
み
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
万
蔵
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
直
後
で
し
た

が
、「
明
治
の
終
わ
り
頃
か
ら
ず
っ
と
大
正
・
昭
和
と
現
在
ま
で

い
ろ
ん
な
狂
言
師
が
い
る
け
れ
ど
も
、
僕
は
兄
貴
が
断
然
優
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
ね
え
」
と
言
う
ん
で
す
。
兄
弟
な
が
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
家
を
張
っ
て
、
個
性
と
芸
の
主
張
の
差
も
あ
り
、
必
ず
し
も

仲
良
し
兄
弟
で
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
み
じ

み
「
兄
貴
が
断
然
優
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
も
っ
て
六

世
万
蔵
と
い
う
人
の
芸
位
の
高
さ
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
万
蔵

さ
ん
に
は
軽
妙
洒
脱
と
い
う
定
評
が
つ
い
て
回
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
強
靭
な
、
堅
い
、
強
い
力
と
い
う
も
の
を

秘
め
て
い
て
、
そ
れ
が
年
齢
と
と
も
に
ほ
ぐ
れ
て
き
た
の
で
す
。

私
は
万
蔵
さ
ん
の
六
〇
歳
以
後
の
芸
し
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
六
〇

歳
以
前
ま
で
は
、
自
他
共
に
認
め
る
堅
い
芸
で
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
事
実
、
軽
妙
洒
脱
と
言
わ
れ
た
と
き
で
も
、
根
底
に

は
堅
く
て
強
い
力
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
た
も
の
で
す
。

　

三
宅
藤
九
郎
さ
ん
は
そ
の
弟
で
、
万
蔵
さ
ん
は
こ
の
弟
の
芸

に
つ
い
て
「
三
宅
は
、
親
父
そ
っ
く
り
」
と
よ
く
言
っ
て
ま
し

た
。「
そ
っ
く
り
」
と
い
う
言
い
方
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も

感
じ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
親
父
す
な
わ
ち
初
世
萬
斎
は
金
沢
か
ら

出
て
き
て
、
一
世
を
風
靡
す
る
ま
で
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
少
し
垢
抜
け
な
い
田
舎
風
の
狂
言
で

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
あ
の
坂
元
雪
鳥
が
萬
斎
に
つ
い
て
、
腕
前
は

確
か
で
物
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に
典
雅
な
味
が
な
い
の
は
残
念

だ
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
と
に
か
く
万

蔵
・
藤
九
郎
の
兄
弟
を
し
っ
か
り
育
て
た
ん
で
す
か
ら
、
萬
斎
と

い
う
人
に
相
当
の
力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い

で
す
ね
。

五
人
の
名
人
の
芸
風

　

善
竹
彌
五
郎
・
三
世
茂
山
千
作
・
三
世
山
本
東
次
郎
・
六
世
野

村
万
蔵
の
四
人
に
共
通
し
て
〈
木
六
駄
〉
の
映
像
が
残
っ
て
い
ま

す
。〈
木
六
駄
〉
は
、
太
郎
冠
者
が
一
二
匹
の
牛
を
追
い
な
が
ら
、

ず
っ
と
雪
の
峠
道
を
都
か
ら
丹
波
ま
で
行
く
。
途
中
で
や
っ
と
峠

の
茶
屋
に
着
い
て
寒
く
て
仕
方
が
な
い
か
ら
、
酒
を
一
杯
飲
み
た

い
。
そ
こ
で
酒
を
所
望
す
る
と
、
茶
屋
が
酒
を
切
ら
し
て
い
る
と

答
え
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
絶
望
的
な
心
境
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

す
る
と
茶
屋
が
「
太
郎
冠
者
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
何
だ
」
と
聞
く
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と
、「
ご
主
人
の
伯
父
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
酒
だ
」。「
そ
れ

を
飲
め
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。「
進
上
物
の

酒
を
飲
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「
一
杯
ぐ
ら
い
大
丈
夫
だ
、
水

を
埋
め
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
、
酒
を
飲
む
場
面

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
四
人
の
映
像
を
見
比
べ

て
み
ま
し
た
。

　

彌
五
郎
さ
ん
の
映
像
は
、
彌
五
郎
さ
ん
が
太
郎
冠
者
、
千
作
さ

ん
が
茶
屋
を
や
っ
て
い
ま
す
。
一
三
歳
も
彌
五
郎
さ
ん
が
年
上
で

当
時
七
〇
代
半
ば
、
千
作
さ
ん
は
六
〇
代
後
半
で
す
。
東
京
の
舞

台
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
趣
が
あ
っ
て
、
関
西
の
名
優
が
二
人

で
や
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
千
作
さ
ん
と

彌
五
郎
さ
ん
と
で
は
同
じ
関
西
な
が
ら
か
な
り
芸
質
が
違
う
と
思

い
ま
す
。
彌
五
郎
さ
ん
の
ほ
う
が
粘
着
質
な
感
じ
の
リ
ア
リ
ズ
ム

で
、
千
作
さ
ん
の
ほ
う
が
す
っ
き
り
し
た
感
じ
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
特
に
千
作
さ
ん
は
高
音
が
綺
麗
で
裏
声
を
使
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
で
す
が
、
裏
声
で
は
な
く
、
あ
あ

い
う
高
い
声
が
出
る
方
な
ん
で
す
。

　

万
蔵
さ
ん
の
映
像
は
、
太
郎
冠
者
が
万
蔵
さ
ん
で
茶
屋
を
野
村

万
作
さ
ん
が
勤
め
て
い
ま
す
。
彌
五
郎
さ
ん
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と

違
っ
て
様
式
的
に
静
か
に
演
じ
て
い
ま
す
。
で
す
が
万
蔵
さ
ん
の

作
る
独
特
の
間
、
た
と
え
ば
「
い
づ
れ
沢
山
な
内
じ
ゃ
に
よ
っ

て
一
つ
な
ど
飲
む
ぶ
ん
は
苦
し
ゅ
う
な
け
れ
ど
も
」
と
言
い
、

ち
ょ
っ
と
間
を
取
っ
て
か
ら
「
あ
と
が
た
ぶ
つ
く
」
と
言
う
。
そ

の
間
の
取
り
方
が
微
妙
か
つ
絶
妙
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
大
い

に
笑
い
を
取
っ
た
方
で
す
。
今
、
長
男
の
萬
さ
ん
も
次
男
の
万
作

さ
ん
も
万
蔵
さ
ん
の
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
歳
を
は
る
か
に
超
え

て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
ま
せ
ん
ね
。
多
分
、
父
親
の

単
な
る
ま
ね
を
自
ら
禁
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

東
次
郎
さ
ん
の
映
像
は
、
太
郎
冠
者
が
東
次
郎
さ
ん
、
茶
屋
が

当
時
の
則
寿
さ
ん
、
今
の
四
世
東
次
郎
さ
ん
で
す
。
東
次
郎
家
の

〈
木
六
駄
〉
は
筋
が
少
し
違
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も

か
く
、
酒
を
飲
み
舞
を
舞
う
に
せ
よ
、
た
い
へ
ん
に
堅
く
し
っ
か

り
強
く
や
っ
て
い
て
、
シ
テ
方
の
謡
に
劣
ら
な
い
声
量
で
謡
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
東
京
の
大
蔵
流
と
関
西
の
大
蔵
流
と
の
違
い
も

あ
り
ま
す
が
、
山
本
家
の
芸
風
で
あ
り
、
三
世
の
個
性
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。

　

三
宅
藤
九
郎
さ
ん
の
〈
木
六
駄
〉
の
映
像
は
な
い
の
で
す
が
、

〈
無
布
施
経
〉
で
芸
術
祭
の
賞
を
受
け
た
、
そ
の
映
像
が
あ
り
、
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こ
れ
で
藤
九
郎
さ
ん
の
芸
風
を
考
え
て
み
ま
し
た
。〈
無
布
施
経
〉

の
あ
ら
す
じ
は
、
お
坊
さ
ん
が
檀
家
の
家
に
お
経
を
あ
げ
に
行
っ

て
、
お
斎
、
つ
ま
り
食
事
も
終
わ
っ
て
帰
る
と
き
に
、
檀
家
の
主

人
が
毎
月
出
す
お
布
施
を
出
し
忘
れ
て
い
る
の
で
、
仕
方
な
く
帰

り
か
け
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
納
得
が
い
か
な
く
て
何
遍

か
小
戻
り
し
て
、「
布
施
」
を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
お

説
法
を
聞
か
せ
る
中
に
「
ふ
せ
」
と
い
う
言
葉
を
織
り
込
む
の
で

す
が
、
な
か
な
か
相
手
が
気
が
つ
か
な
い
の
で
、
窮
余
の
一
策
を

思
い
つ
く
話
で
す
。
施
主
が
布
施
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
に
相
当

イ
ラ
イ
ラ
し
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
へ
ん
の
焦
り
を
内
向
さ
せ

た
、
心
理
的
な
機
微
が
、
し
み
じ
み
と
余
韻
の
た
だ
よ
う
演
技
を

生
ん
で
い
ま
し
た
。
万
蔵
さ
ん
の
ほ
う
が
様
式
的
で
、
藤
九
郎
さ

ん
の
ほ
う
が
写
実
的
な
芸
だ
と
思
い
ま
す
。

　

不
十
分
な
が
ら
五
人
の
芸
を
ご
説
明
し
ま
し
た
が
、
要
す
る
に

個
人
差
が
あ
り
ま
す
。
役
者
に
個
人
差
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
で

す
が
、
能
と
違
っ
て
、
狂
言
は
流
儀
の
束
縛
、
拘
束
力
と
い
う
も

の
が
弱
い
の
で
す
ね
。
能
の
場
合
は
シ
テ
の
ま
わ
り
に
、
地
謡
が

八
人
い
て
、
お
囃
子
が
い
て
、
謡
の
譜
や
舞
の
型
が
き
ち
ん
と
決

ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
個
人
の
芸
風
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
譜

の
通
り
謡
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譜
の
通
り
打
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
シ
テ
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
舞
う
わ
け
で
す
か
ら
、
観
世

流
な
ら
観
世
流
、
宝
生
流
な
ら
宝
生
流
の
芸
は
、
こ
う
い
う
も
の

だ
と
い
う
一
定
の
路
線
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
の
個
人
差
に
な

り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
狂
言
に
も
謡
が
入
り
舞
が
入
り
囃
子
が
入
る
も
の
も

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
と
い
っ
て
も
シ
テ
と
ア
ド
と
二
人
、
あ

る
い
は
三
人
も
い
れ
ば
成
り
立
つ
演
劇
で
す
か
ら
、
個
人
に
よ
る

差
が
発
揮
さ
れ
や
す
い
。
で
す
か
ら
同
じ
大
蔵
流
で
も
、
茂
山
家

と
山
本
家
で
は
流
儀
が
違
う
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
違
う
。
同
じ
和

泉
流
の
同
じ
兄
弟
で
も
万
蔵
さ
ん
と
藤
九
郎
さ
ん
で
は
味
わ
い
が

ま
っ
た
く
違
う
、
と
い
う
こ
と
が
狂
言
の
場
合
は
つ
き
ま
と
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

不
充
分
な
点
が
多
く
雑
駁
な
お
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
こ
こ
で
締
め
く
く
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

フ
ロ
ア
ー
と
の
質
疑
応
答

三
浦
（
司
会
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

能
楽
研
究
講
座
も
公
開
講
座
も
両
方
と
も
会
場
が
雪
頂
講
堂
、
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開
催
時
間
が
午
後
二
時
か
ら
九
〇
分
と
、
同
じ
よ
う
な
形
で
行
っ

て
お
り
ま
す
。
大
き
く
違
う
の
は
、
研
究
講
座
で
は
フ
ロ
ア
ー
の

皆
様
か
ら
の
ご
質
問
や
ご
意
見
を
受
け
、
交
流
す
る
機
会
に
し
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
挙
手
を
し
て
頂
け
ま
す
で
し
ょ

う
か
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

質
問
1　

興
味
深
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
間
狂

言
に
も
結
構
重
要
な
役
が
あ
り
ま
す
ね
。
私
が
見
て
い
る
範
囲
で

は
若
く
て
声
が
よ
く
通
る
よ
う
な
方
が
間
狂
言
を
勤
め
て
い
る
感

じ
が
し
ま
す
。
役
割
の
分
担
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
そ
の
あ
た

り
を
お
聞
か
せ
頂
け
ま
す
か
。

羽
田　

た
い
へ
ん
に
重
要
な
良
い
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
と
申

し
ま
す
の
は
、
狂
言
方
は
狂
言
を
演
じ
る
の
で
す
が
、
重
要
な
こ

と
は
ア
イ
（
間
狂
言
）
の
役
で
能
に
も
出
演
し
ま
す
。
狂
言
の
技

法
は
セ
リ
フ
や
語
リ
や
謡
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
能
の
ア

イ
の
演
技
を
し
っ
か
り
や
る
こ
と
、
特
に
語
リ
の
芸
を
し
っ
か
り

や
る
こ
と
が
狂
言
の
芸
の
基
礎
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

要
す
る
に
狂
言
師
は
間
狂
言
と
、
独
立
し
た
演
劇
で
あ
る
本
狂

言
と
両
方
を
し
っ
か
り
で
き
な
い
と
一
人
前
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

ね
。
本
狂
言
の
ほ
う
で
軽
妙
で
面
白
お
か
し
い
味
を
出
す
よ
う
な

人
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
が
間
狂
言
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
一
流
の
狂
言
師
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
間
狂
言
で
培
っ

た
技
量
が
本
狂
言
で
の
芸
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い

い
く
ら
い
で
す
。

　

狂
言
の
シ
テ
を
一
番
キ
ャ
リ
ア
の
あ
る
人
が
や
る
と
し
た
ら
、

二
番
目
、
三
番
目
ぐ
ら
い
の
人
が
能
の
間
に
出
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
そ
れ
に
は
、
修
業
の
過
程
で
語
リ
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
非
常
に
重
要
な
能
の
間

の
場
合
は
、
狂
言
の
シ
テ
を
や
る
ぐ
ら
い
の
一
番
上
の
人
が
わ
ざ

わ
ざ
ア
イ
を
や
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

質
問
2　

狂
言
の
小
舞
と
い
う
の
は
、
能
の
仕
舞
と
似
た
よ
う
な

も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
小
舞
〈
七
つ
に
な
る
子
〉

が
酒
盛
り
の
場
面
に
舞
わ
れ
る
よ
う
に
、
色
々
な
狂
言
に
様
々
な

小
舞
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
仕
舞
と
小
舞
の

差
と
い
う
も
の
を
ご
説
明
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

羽
田　

八
月
の
公
開
講
座
で
狂
言
師
の
石
田
幸
雄
さ
ん
が
お
話
し

下
さ
っ
た
の
で
す
が
、
仕
舞
と
小
舞
は
形
式
的
に
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
す
。
地
謡
に
よ
っ
て
、
一
人
の
舞
い
手
が
舞
う
と
い
う
、
短

い
形
式
の
舞
で
す
ね
。
た
だ
仕
舞
と
い
う
の
は
、
必
ず
特
定
の
能
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の
中
の
特
定
の
部
分
に
限
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
ク
セ
や
キ
リ
な

ど
、
能
の
詞
章
の
中
の
あ
る
場
面
を
舞
ど
こ
ろ
と
し
て
指
定
し
た

の
が
仕
舞
で
す
。

　

狂
言
小
舞
は
、
狂
言
の
中
の
一
部
と
い
う
こ
と
も
稀
に
あ
り
ま

す
。
一
例
に
、
舞
狂
言
と
い
う
、
能
に
似
た
、
舞
を
中
心
に
し
た

演
目
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
一
部
を
舞
う
〈
蝉
〉
や
〈
蛸
〉
と

い
う
小
舞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
能
の
仕
舞
に
類
似
し
た

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
、
狂
言
の
小
舞
は
特
定
の

狂
言
の
一
部
で
は
な
く
て
、
独
立
し
た
舞
踊
曲
な
ん
で
す
。
当
時

の
民
間
で
流
行
っ
て
い
た
、
室
町
時
代
の
流
行
歌
謡
な
ど
を
狂
言

小
謡
と
し
て
謡
い
、
そ
の
謡
に
乗
せ
て
舞
を
舞
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
能
の
仕
舞
を
狂
言
の
役
者
が
取
り
入
れ
て
、
狂
言

師
が
能
の
謡
を
謡
っ
て
そ
の
舞
を
舞
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
も
小

舞
と
言
い
ま
す
。
大
体
は
酒
盛
り
な
ど
の
場
面
に
挿
入
さ
れ
て
舞

い
謡
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

質
問
3　

能
の
小
書
に
近
い
も
の
と
し
て
狂
言
に
は
替
間
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
て
、
各
流
で
ど

ん
な
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

替
間
は
間
狂
言
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。
普
通
に
や

る
ア
イ
と
は
違
う
ア
イ
を
や
る
。
た
と
え
ば
〈
八
島
〉
で
あ
れ

ば
普
通
は
景
清
と
三
保
谷
の
錣
引
き
の
語
リ
を
す
る
ん
で
す
が
、

「
弓
流
」
と
か
「
大
事
」
と
か
の
小
書
が
つ
く
と
ア
イ
に
も
「
那

須
語
」（
和
泉
流
は
「
奈
須
与
市
語
」）
と
い
う
小
書
が
つ
い
て
、

那
須
与
一
が
扇
を
射
落
と
し
た
話
を
語
り
ま
す
。
与
一
と
後
藤
兵

衛
実
基
と
源
義
経
と
、
語
り
手
自
身
と
、
役
ご
と
に
体
の
向
き
や

位
置
を
変
え
な
が
ら
、
仕
方
話
に
た
っ
ぷ
り
と
語
る
。
こ
れ
は
重

い
扱
い
に
な
っ
て
い
て
、
青
年
時
代
に
披
く
も
の
で
す
。
あ
る
い

は
、〈
嵐
山
〉
と
い
う
能
の
中
で
「
猿
聟
」
と
い
う
、
そ
れ
だ
け

で
も
独
立
し
た
、
お
猿
さ
ん
の
聟
入
り
狂
言
に
な
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
を
演
じ
た
り
と
、
様
々
な
替
間
が
あ
り
ま
す
。

　

替
間
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
、
能
自
体
の
演
出
史
と

関
係
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
審
ら
か
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。

観
客
4　

大
阪
に
住
ん
で
い
ま
す
の
で
、
東
京
の
ほ
う
は
よ
く
知

ら
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
三
世
茂
山
千
作
さ
ん
の
晩
年
の
舞
台
を

何
年
か
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
千
作
さ
ん
と
息
子
さ
ん
が
や
ら
れ

た
狂
言
と
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
違
っ
て
き
て
い
る
の
か
。
そ
れ

は
親
子
関
係
に
よ
る
影
響
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
し
、
狂
言
が
置
か

れ
て
い
る
状
況
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
狂
言
の
芸
を
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継
ぐ
と
き
に
は
、
親
か
ら
習
っ
た
通
り
を
そ
の
ま
ま
稽
古
す
る
場

合
と
、
か
な
り
個
性
を
出
し
て
い
か
れ
る
家
も
あ
り
ま
す
し
、
逆

に
出
さ
れ
な
い
お
家
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
親
か
ら
子
へ
引
き
継

ぐ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
先
生
の
お
考
え
を
教
え
て
頂
き
た
い
の

で
す
が
。

羽
田　

こ
れ
は
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
狂

言
の
場
合
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
家
の
差
や
個

人
の
差
が
と
て
も
強
い
も
の
で
す
の
で
、
こ
う
い
う
ご
質
問
は

も
っ
と
も
な
ん
で
す
が
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
今
見
て
き
た
五

人
は
明
治
三
〇
年
代
ま
で
の
お
生
ま
れ
の
方
々
ば
か
り
で
す
ね
。

彌
五
郎
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
上
で
す
が
、
明
治
の
末
頃
か
ら
大
正
に

か
け
て
青
春
期
を
送
り
、
修
業
し
た
。
そ
の
お
父
さ
ん
に
ま
で
遡

れ
ば
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
人
で
す
ね
。
で
す
か
ら
良
か
れ
悪
し

か
れ
、
旧
幕
時
代
の
、
昔
の
芸
を
踏
襲
し
た
方
々
で
す
。

　

そ
の
五
人
の
息
子
さ
ん
た
ち
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
お

生
ま
れ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
青
春
を
迎
え
て
、
戦
後
の
狂

言
界
を
牽
引
し
て
き
た
方
々
で
す
。
四
世
千
作
さ
ん
と
千
之
丞
さ

ん
、
萬
さ
ん
と
万
作
さ
ん
、
こ
の
四
人
は
木
下
順
二
作
の
〈
夕

鶴
〉
と
か
、
飯
沢
匡
の
新
作
狂
言
と
か
、
武
智
鉄
二
演
出
の
舞
台

な
ど
に
出
て
、
他
ジ
ャ
ン
ル
と
の
共
演
も
や
り
な
が
ら
、
戦
後
の

新
し
い
社
会
や
芸
術
文
化
の
洗
礼
も
受
け
て
、
新
し
い
時
代
の
呼

吸
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
分
の
狂
言
の
中
に
も
取
り
入
れ
て

い
っ
た
。

　

お
父
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
通
り
に
や
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど

う
し
て
も
新
し
い
時
代
の
空
気
な
ど
の
影
響
を
受
け
る
、
あ
る
い

は
シ
テ
方
の
能
の
影
響
を
受
け
る
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
す

る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
芸
と
い
う

も
の
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
戦
後
の
社
会
文
化
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
親
世
代
と
違
う
と
こ
ろ
だ

と
思
い
ま
す
。
今
の
東
次
郎
さ
ん
に
し
て
も
、
そ
の
四
人
の
よ
う

に
前
衛
的
な
仕
事
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
父
さ
ん
の
芸
と
は
自

ず
か
ら
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

質
問
5　

狂
言
共
同
社
に
つ
い
て
、
成
立
の
事
情
と
現
状
を
ほ
ん

の
一
言
、
ご
説
明
頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

狂
言
共
同
社
の
こ
と
に
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
の
で
、
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
和
泉
流
の
山
脇
宗
家
を
和
泉
元
秀
さ
ん
が
継

承
す
る
ま
で
の
山
脇
家
と
い
う
も
の
が
、
事
実
上
明
治
の
終
わ
り

か
ら
ず
っ
と
中
絶
し
て
い
た
よ
う
な
状
態
で
、
山
脇
宗
家
の
江
戸
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時
代
か
ら
の
流
れ
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

で
す
が
、
狂
言
共
同
社
は
、
名
古
屋
に
お
け
る
山
脇
宗
家
の
弟

子
ま
た
は
孫
弟
子
ぐ
ら
い
に
当
た
る
人
た
ち
を
中
心
に
、
一
部
は

一
〇
世
野
村
又
三
郎
門
下
の
人
々
も
入
っ
て
、
構
成
さ
れ
た
団
体

で
す
。
仏
具
屋
さ
ん
な
ど
の
ご
商
売
を
手
広
く
や
っ
て
い
る
よ
う

な
富
裕
層
の
方
た
ち
が
兼
業
と
し
て
狂
言
を
や
っ
て
い
ら
し
た
の

で
す
。
出
演
料
な
ん
か
も
狂
言
共
同
社
に
出
資
し
て
、
面
・
装
束

を
保
管
し
つ
つ
、
お
互
い
に
研
鑽
し
合
い
な
が
ら
続
け
て
き
た
わ

け
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
今
も
名
古
屋
の
能
の
会
に
は
、
狂
言
共
同

社
と
野
村
又
三
郎
家
が
、
狂
言
方
と
し
て
出
勤
し
て
い
ま
す
。

　

今
は
、
共
同
社
の
中
か
ら
日
本
能
楽
会
会
員
（
重
要
無
形
文
化

財
保
持
者
総
合
認
定
）
も
生
ま
れ
て
、
専
業
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
四
世
井
上
菊
次
郎
さ
ん
と
井
上
松
次
郎
さ
ん
親
子
、
佐

藤
友
彦
さ
ん
と
佐
藤
融
さ
ん
親
子
、
そ
し
て
大
野
弘
之
さ
ん
、
こ

の
方
々
は
日
本
能
楽
会
会
員
で
専
業
の
狂
言
方
で
す
。

　

最
後
に
、
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た

よ
う
に
茂
山
兄
弟
、
野
村
兄
弟
の
若
い
世
代
が
中
心
に
な
っ
て
、

戦
後
に
狂
言
が
見
直
さ
れ
、
昭
和
三
〇
年
前
後
に
、
狂
言
ブ
ー
ム

と
言
わ
れ
た
時
期
が
来
て
、
狂
言
に
人
々
の
関
心
が
集
ま
っ
た
。

そ
の
と
き
に
明
治
生
ま
れ
の
名
人
の
五
人
が
矍
鑠
と
し
て
い
ら
し

た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
狂
言
界
に
と
っ
て
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

三
浦　

そ
れ
で
は
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
講

座
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
、
ご
清
聴
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
羽
田
先
生
、
有
意
義
な
お
話
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


