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①
は
怒
っ
た
主
人
の
機
嫌
を
囃
子
物
で
な
お
そ
う
と
す
る
「
末
広
か
り
」
の

太
郎
冠
者
で
あ
り
、
⑤
は
高
慢
な
主
人
を
懲
ら
し
め
る
「
止
動
方
角
」
の
太
郎

冠
者
が
や
や
近
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
②
③
④
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
基
本
的
に
フ
ー
ル
は
、
お
ど
け
た
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
主
人
を
楽
し
ま
せ
る

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
専
門
家
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
日
本
で
言
え
ば
、
室
町
時
代
の
御
伽
衆
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
御

伽
衆
の
場
合
は
話
し
相
手
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
諧
謔
的
道
化
版
と
考
え
れ
ば
わ

か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
太
郎
冠
者
は
そ
う
い
う
存
在
で
は
な
い
。
立
場
と
し
て
は
あ
く

ま
で
一
般
的
な
召
使
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
滑
稽
な
ふ
る
ま
い
や
言
動
を
す
る
の

は
、
過
ち
や
弱
さ
、
愚
か
さ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
滑
稽
の
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
。
と
ん
ち
や
諷
刺
を
利
か
せ
た
り
、
話
し
上
手
な
太
郎
冠
者
も
い
る
け
れ

ど
、
そ
の
専
門
家
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
フ
ー
ル
と
太
郎
冠
者
は
、
結
果
と
し
て
似
た
滑
稽
さ
を
演
じ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　注１
．�

拙
稿
「
狂
言
の
普
遍
的
価
値
―
二
つ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
」（『
民
俗
と
風
俗
』
十
八
号
、

二
〇
〇
八
）

２
．
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
「
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
」
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高
等
な
フ
ー
ル
に
共
通
す
る
の
は
批
判
精
神
で
あ
り
、最
高
傑
作
は「
リ
ア
王
」

の
フ
ー
ル
だ
と
言
わ
れ
る
。

　
そ
の
「
リ
ア
王
」
の
フ
ー
ル
に
つ
い
て
、『
演
劇
百
科
大
事
典
』（
平
凡
社
・

一
九
六
一
）「
道
化
」
の
項
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

リ
ア
王
の
最
も
忠
実
な
家
来
の
一
人
。
王
と
苦
難
を
と
も
に
す
る
悲
劇
的

人
物
。
彼
は
、
最
初
か
ら
王
が
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
機

会
あ
る
ご
と
に
王
に
忠
告
す
る
。
王
が
真
相
を
悟
り
は
じ
め
た
の
ち
も
執

拗
な
ま
で
に
忠
告
を
繰
り
返
し
、
王
を
い
っ
そ
う
の
苦
悶
と
後
悔
に
追
い

込
む
。（
執
筆
は
小
津
次
郎
）

　
一
方
、
太
郎
冠
者
は
狂
言
に
登
場
す
る
典
型
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、
大
名
や

主
人
の
筆
頭
召
使
い
で
あ
る
。

　『
演
劇
百
科
大
事
典
』
が
説
明
す
る
「
リ
ア
王
」
の
フ
ー
ル
に
近
い
属
性
を

有
す
る
の
は
、「
萩
大
名
」
の
太
郎
冠
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
郎
冠
者
は
、
萩

の
庭
を
見
物
に
出
掛
け
る
大
名
に
付
き
従
う
。
無
教
養
の
大
名
は
即
興
の
和
歌

を
詠
む
の
が
難
し
い
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
入
れ
知
恵
を
し
て
助
け
る
。
と
こ
ろ

が
、
カ
ン
ニ
ン
グ
の
打
ち
合
わ
せ
ま
で
し
て
出
掛
け
た
の
に
、
大
名
が
と
ん
ち

ん
か
ん
な
反
応
を
し
て
し
ま
う
。
大
名
の
失
言
を
こ
と
ご
と
く
た
し
な
め
助
け

船
を
だ
す
が
、
最
後
に
堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ
、「
あ
の
よ
う
な
人
は
懲
ら
し
め

た
が
よ
い
」
と
姿
を
消
す
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ー
ル
と
太
郎
冠
者
の
共
通
点
を
挙
げ
る
な
ら
、
批
判
精
神
の

あ
る
賢
い
忠
僕
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
逆
に
相
違
点
は
、
執
拗
さ
で
あ
る
。

フ
ー
ル
は
最
後
ま
で
王
と
行
動
を
共
に
す
る
が
、
太
郎
冠
者
は
簡
単
に
主
人
を

見
限
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
太
郎
冠
者
は
固
有
名
詞
で
は
な
い
の

で
、
そ
の
性
格
は
多
様
で
あ
り
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
比
較
は
あ
ま
り
に
も
表
面
的
す
ぎ
る
の
で
、
私
な
り
に
「
リ

ア
王
」
の
道
化
の
属
性
を
、
主
人
に
対
す
る
役
割
と
い
う
視
点
で
分
析
し
て
み

た
。
次
の
よ
う
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
主
人
の
心
を
慰
め
る
。
そ
れ
は
、

　
　
　
ケ
ン
ト
「
だ
れ
か
お
そ
ば
に
は
？
」��

　
　
　
紳�

士
「
道
化
が
た
だ
一
人
。
冗
談
を
言
っ
て
は
王
の
傷
つ
い
た
心
を
ま

ぎ
ら
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。」

　
　
　（
小
田
島
雄
志
訳『
リ
ア
王
』白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
に
よ
る
。
以
下
、同
様
。）

　
　
と
い
う
せ
り
ふ
に
よ
っ
て
も
伺
え
る
。

　
②
主
人
の
心
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
こ
れ
は
随
所
に
あ
る
。
　

　
③
予
言
者
的
な
せ
り
ふ
を
発
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
道
化
「
ひ
っ
こ
む
前
に
、
一
つ
予
言
で
も
や
ら
か
す
か
。」

　
　
と
い
う
の
は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

　
④
主
人
の
相
手
役
と
し
て
、
お
ど
け
な
が
ら
調
子
を
合
わ
せ
る
。

　
た
と
え
ば
、
リ
ア
が
「
ま
ず
あ
の
女
を
引
き
出
せ
、
ゴ
ネ
リ
ル
だ
。
ご

列
席
の
か
た
が
た
の
前
で
宣
誓
し
、
証
言
す
る
、
あ
の
女
は
父
で
あ
る
あ

わ
れ
な
王
を
足
蹴
に
し
た
の
だ
。」
と
、
そ
こ
に
い
な
い
人
間
の
名
前
を

王
が
発
し
た
と
き
、
道
化
は
「
こ
れ
へ
ま
い
ら
れ
い
。
そ
な
た
の
名
は
ゴ

ネ
リ
ル
と
申
す
か
？
」
と
、
そ
れ
を
受
け
て
答
え
て
い
る
。

　
⑤
主
人
を
諫
め
諭
す
。

　
嵐
の
中
で
「
人
間
、
衣
装
を
剥
ぎ
と
れ
ば
、
お
ま
え
の
よ
う
に
、
あ
わ

れ
な
裸
の
二
本
足
の
動
物
に
す
ぎ
ぬ
。」
と
叫
ん
で
、
む
り
や
り
服
を
脱

ご
う
と
す
る
リ
ア
に
向
か
っ
て
、
道
化
は
「
ね
え
、
お
じ
さ
ん
、
お
ち
つ

い
て
く
れ
よ
。
こ
ん
な
ひ
ど
い
晩
に
水
泳
ぎ
は
む
り
だ
よ
。」
と
諧
謔
的

に
諭
す
。

　
さ
て
、
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ー
ル
の
属
性
を
有
す
る
太
郎
冠
者

が
存
在
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ー
ル
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
高
さ
で
は
あ
り

得
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
あ
え
て
近
い
存
在
を
さ
が
す
な
ら
―
。
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度
に
貧
し
か
っ
た
の
で
、
金
を
や
っ
て
子
供
た
ち
を
も
ら
い
受
け
、
息

子
た
ち
の
召
使
い
に
と
育
て
ま
し
た
。」（
小
田
島
雄
志
訳
、白
水
Ｕ
ブ
ッ

ク
ス
に
よ
る
）

【
翻
案
】
白
草
の
直
介
の
せ
り
ふ
（
問
い
か
け
な
し
に
観
客
に
向
か
っ

て
の
名
乗
り
）「
瀬
戸
の
か
な
た
に
浮
か
ぶ
白
草
と
申
す
島
国
の
商
人
、

白
草
の
直
介
と
申
す
者
で
ご
ざ
る
。
今
を
去
る
二
十
数
年
前
、
そ
れ
が

し
ど
も
夫
婦
は
二
人
の
男
の
子
を
授
か
り
申
し
た
が
、
こ
れ
が
親
に
も

見
分
け
が
た
き
ほ
ど
の
瓜
二
つ
の
や
や
こ
し
い
や
や
こ
で
ご
ざ
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
頃
、
近
隣
の
さ
る
女
が
父
無
し
子
を
産
み
落
と
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
が
ま
た
よ
う
似
た
双
子
の
男
の
子
。
女
は
貧
し
う
ご
ざ
っ
た

ゆ
え
、
せ
が
れ
ど
も
の
付
き
人
に
し
よ
う
と
、
今
一
組
の
双
子
も
引
き

取
り
育
て
た
の
で
ご
ざ
る
。」

　
要
す
る
に
、
狂
言
の
名
乗
り
、
つ
ま
り
自
己
紹
介
の
パ
タ
ー
ン
で
簡

略
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
況
の
説
明
と
し
て
入
れ
る

べ
き
こ
と
は
す
べ
て
入
っ
て
い
る
。
み
ご
と
な
狂
言
様
式
に
よ
る
翻
案

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
ｂ
登
場
人
物
の
省
略
（
前
述
）

　
　
ｃ
場
面
の
省
略
（
た
だ
し
、「
法
螺
侍
」
ほ
ど
多
く
は
な
い
）

　
　
ｄ�

舞
台
装
置
の
簡
略
化
（
正
面
後
方
に
暖
簾
風
の
幕
を
垂
ら
し
、
両
脇
に

後
ろ
へ
通
じ
る
通
路
を
設
け
る
。
舞
台
転
換
な
し
。）

　
②
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の

　
　
ａ
日
本
的
風
土
や
文
化
の
せ
り
ふ

　
　
ｂ
狂
言
的
し
ぐ
さ
（
随
所
）

　
　
ｃ
狂
言
調
の
せ
り
ふ
と
謡
（
随
所
）

　
　
ｄ
能
管
と
太
鼓
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ

　
　
ｅ�

エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
狂
言
調
囃
子
こ
と
ば
（
手
拍
子
で
「
や
や
こ
し

や
」
を
く
り
か
え
す
）

　
③
変
更
箇
所
・
工
夫
点

　
　
ａ
日
本
的
地
名
（
あ
ら
す
じ
参
照
）

　
　
ｂ
日
本
的
人
名
（
前
述
）

　
　
ｃ
日
本
的
小
道
具
（
原
作
は
首
飾
り
→
翻
案
は
帯
留
め
）

　
　
ｄ
狂
言
面
の
用
い
方

最
後
に
二
組
の
双
子
、
つ
ま
り
四
人
が
揃
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
と
き

別
の
役
者
が
双
子
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
翻
案
で
は

双
子
同
士
が
同
じ
面
を
着
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
双
子
を
表
現
し
て
い

る
。
こ
れ
を
化
粧
で
処
理
す
る
場
合
、
大
変
な
手
間
が
か
か
る
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
顔
か
た
ち
が
あ
る
程
度
は
似
た
者
を
配
役
し
な
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
狂
言
面
を
使
え
ば
簡
単
に
で
き
る
わ
け
で
、
こ
の
翻

案
劇
の
長
所
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
ｅ
影
絵
的
演
出

舞
台
正
面
後
方
の
暖
簾
風
幕
に
後
ろ
か
ら
照
明
を
投
影
し
て
人
間
を
影

絵
的
に
映
し
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
翻
案
劇
は
、
狂
言
様
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
原
作
に
近
い
形
を
生
か
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
し
た
事
例
で
あ
る
。

そ
の
成
功
は
、
今
後
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
喜
劇
の
、
一
つ
の
方
向
性
を
指
し
示

し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
果
た
す
役
割
の
可
能
性
が
、
狂
言
に
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

四
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
道
化
「
フ
ー
ル
」
と
狂
言
の
「
太
郎
冠
者
」

　
フ
ー
ル
と
は
、シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
登
場
す
る
道
化
の
こ
と
で
あ
る
。
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を
こ
と
ご
と
く
そ
ぎ
落
と
す
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
な
お
か
つ
喜

劇
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
ほ
ぼ
生
か
さ
れ
、
そ
の
価
値
は
落
ち
て
い
な
い
と

い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
狂
言
様
式
に
よ
る
翻
案
喜
劇
の
可
能

性
が
見
い
だ
せ
よ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
ス
リ
ム
化
の
可
能
性
で
あ
る
。

【
事
例
２
】「
ま
ち
が
い
の
狂
言
」

　
こ
の
作
品
は
、
簡
略
化
の
手
が
施
さ
れ
つ
つ
も
、
原
作
の
基
本
的
な
展
開
と

せ
り
ふ
内
容
は
概
ね
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
原
作
は
「
間
違
い
の
喜
劇
」（「
間
違
い
つ
づ
き
」
と
も
）。

　
高
橋
康
也
の
脚
本
、
野
村
萬
斎
の
演
出
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
一
年
の
初
演
以
来
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
な
ど
で
上
演
さ

れ
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
公
演
も
好
評
で
、
二
〇
〇
五
年
に
は
ア
メ
リ
カ
公
演
も

あ
っ
た
。
幼
児
向
け
の
テ
レ
ビ
番
組
（
注
２
）
で
野
村
萬
斎
が
用
い
て
流
行
語

に
な
っ
た
「
や
や
こ
し
や
、
や
や
こ
し
や
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
こ
の
作
品

の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

　
あ
ら
す
じ
―
。

　
室
町
時
代
の
瀬
戸
内
海
に
あ
る
小
国
、
黒
草
の
国
が
舞
台
。
船
が
難
破
し
て

幼
い
頃
に
生
き
別
れ
て
し
ま
っ
た
双
子
の
息
子
た
ち
を
再
会
さ
せ
た
い
と
思
っ

た
白
草
の
商
人
の
直
介
は
、
敵
国
の
黒
草
の
国
に
上
陸
す
る
。
瓜
二
つ
の
息
子

二
人
と
、
や
は
り
瓜
二
つ
の
従
者
二
人
。
そ
れ
ぞ
れ
顔
も
名
前
も
全
く
同
じ
で

区
別
が
つ
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
二
組
の
双
子
の
取
り
違
え
が
起
こ
る
が
、
そ

の
こ
と
を
本
人
も
周
囲
も
気
付
か
ぬ
う
ち
に
、
誤
解
が
誤
解
を
生
ん
で
騒
動
が

展
開
。
最
後
に
四
人
が
一
度
に
顔
を
合
わ
せ
て
、
事
情
が
判
明
す
る
。
庵
主
が

母
親
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
、
親
子
・
従
者
六
人
が
再
会
す
る
形
で
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
。

　
登
場
人
物
の
名
前
は
、
イ
ー
ジ
オ
ン
が
白
草
の
直
介
、
エ
ミ
リ
ア
が
庵
主
お

恵
美
、
ド
ロ
ー
ミ
オ
兄
が
黒
草
の
太
郎
冠
者
、
ド
ロ
ー
ミ
オ
弟
が
白
草
の
太
郎

冠
者
、
ア
ン
テ
ィ
オ
ラ
ス
兄
が
黒
草
の
石
之
介
、
ア
ン
テ
ィ
オ
ラ
ス
弟
が
白
草

の
石
之
介
、そ
の
他
、藪
右
衛
門
、お
熊
、お
菊
、金
次
郎
、領
主
、使
い
の
者
、

警
吏（
二
人
）、お
力
。計
十
五
人
で
あ
る
。原
作
は
最
少
で
も
二
十
二
人
だ
か
ら
、

七
人
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、「
法
螺
侍
」
ほ
ど
で
は
な
い
。

　
①
翻
案
に
あ
た
り
省
略
・
簡
略
・
捨
象
さ
れ
た
も
の

　
　
ａ
長
い
せ
り
ふ
の
簡
略
化

一
例
と
し
て
、
同
じ
場
面
の
せ
り
ふ
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
冒
頭
の
場

面
で
あ
る
。

【
原
作
】イ
ー
ジ
オ
ン
の
せ
り
ふ（
公
爵
に「
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
の
商
人
、

簡
単
に
わ
け
を
話
し
て
み
ぬ
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
て
）「
私
は
シ
ラ

キ
ュ
ー
ス
に
生
ま
れ
、
あ
る
女
と
結
婚
し
ま
し
た
、
こ
の
私
さ
え
い
な

け
れ
ば
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
不
運
に
見
舞
わ
れ
な
け
れ
ば
こ

の
手
で
し
あ
わ
せ
に
し
て
や
れ
た
女
で
す
―
―
二
人
は
楽
し
く
暮
ら
し

ま
し
た
、
エ
ピ
ダ
ム
ナ
ム
へ
の
た
び
た
び
の
航
海
で
、
さ
い
わ
い
財
産

も
増
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
や
が
て
代
理
人
が
死
ん
で
商
品
の
管
理
を

す
る
も
の
が
い
な
く
な
り
、
や
む
な
く
私
は
妻
の
あ
た
た
か
い
抱
擁
の

と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
へ
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
半
年
と
た
た
ぬ
う
ち
に

―
―
女
が
身
に
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
楽
し
い
罰
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か

―
―
懐
妊
し
た
こ
と
を
知
る
と
気
も
そ
ぞ
ろ
に
あ
と
を
追
う
支
度
を
と

と
の
え
、
た
ち
ま
ち
、
無
事
に
、
私
の
も
と
に
到
着
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
ほ
ど
な
く
妻
は
、
玉
の
よ
う
な
男
の
子
二
人
の
嬉
し
い
母
と
な
り
ま

し
た
。
二
人
の
子
供
は
不
思
議
な
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
ほ
ど
瓜
二

つ
、名
前
で
も
変
え
な
け
れ
ば
見
分
け
も
つ
か
な
い
ほ
ど
で
し
た
。ち
ょ

う
ど
そ
の
と
き
、
私
た
ち
と
同
じ
宿
で
、
身
分
の
い
や
し
い
女
が
や
は

り
そ
っ
く
り
の
男
の
双
児
を
産
み
お
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
両
親
は
極
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へ
と
呼
び
出
さ
れ
た
助
右
衛
門
は
、
面
を
つ
け
て
登
場
し
た
一
同
に
責
め
ら
れ

て
怯
え
る
。
一
度
は
自
分
の
行
為
を
悔
い
た
助
右
衛
門
だ
が
、正
体
を
知
る
や
、

「
謝
っ
て
何
に
な
る
。
こ
の
世
は
す
べ
て
狂
言
じ
ゃ
。
人
は
い
ず
れ
も
道
化

じ
ゃ
」
と
居
直
っ
て
笑
い
飛
ば
す
。
一
同
も
洞
田
を
許
し
、
鉦
を
た
た
い
て
群

舞
と
な
る
。

　
登
場
人
物
の
名
前
は
、
原
作
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
が
洞
田
助
右

衛
門
、
バ
ー
ド
ル
フ
と
ピ
ス
ト
ル
お
よ
び
ニ
ム
が
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
、
フ

ラ
ン
ク
・
フ
ォ
ー
ド
が
焼
兵
衛
、
フ
ォ
ー
ド
夫
人
が
お
松
で
ペ
ー
ジ
夫
人
が
お

竹
。
計
六
人
で
あ
る
。
原
作
は
二
十
六
人
な
の
だ
か
ら
、そ
れ
だ
け
を
見
て
も
、

い
か
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

　
以
下
、
項
目
に
分
け
て
分
析
し
て
み
る
。

　
①
翻
案
に
あ
た
り
省
略
・
簡
略
・
捨
象
さ
れ
た
も
の

　
　
ａ�

場
面
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
省
略
・
簡
略
化
（
女
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
て
さ

ん
ざ
ん
に
ぶ
た
れ
る
場
面
な
ど
が
な
い
）

　
　
ｂ
登
場
人
物
の
省
略
（
前
述
の
と
お
り
）

　
　
ｃ
大
幅
な
せ
り
ふ
の
簡
略
化
（
随
所
）

　
　
ｄ�

大
道
具
を
使
わ
な
い
（
洗
濯
籠
は
用
い
ず
、
担
い
棒
だ
け
で
表
現
し
、

パ
ン
ト
マ
イ
ム
的
な
演
技
を
す
る
。）

　
②
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の

　
　
ａ�

日
本
的
風
土
や
文
化
の
せ
り
ふ
（
太
郎
冠
者
が
挿
入
す
る
日
本
の
こ
と

わ
ざ
「
目
く
そ
鼻
く
そ
を
笑
う
」「
年
寄
り
の
冷
や
水
は
風
邪
の
も
と
」

「
羮
に
懲
り
て
な
ま
す
を
吹
く
」）

　
　
ｂ
狂
言
的
し
ぐ
さ
（
随
所
）

　
　
ｃ
狂
言
調
の
せ
り
ふ
と
謡
（
随
所
）

　
　
ｄ
能
管
と
太
鼓
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ

　
　
ｅ
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
囃
子
と
群
舞

　
　
ｆ�

ギ
ャ
グ
（
お
松
と
お
竹
の
せ
り
ふ
に
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
せ
り

ふ
を
挿
入
）

　
③
変
更
箇
所
・
工
夫
点

　
　
ａ
日
本
の
古
風
な
手
紙
の
形
式（「
…
…
頓
首
、…
…
殿
参
る
」と
い
う
表
現
）

　
　
ｂ
日
本
的
人
名
（
前
述
）

　
　
ｃ
原
作
は
柏
の
大
木
→
翻
案
は
老
松

　
　
ｄ
洗
濯
籠
の
表
現
（
担
い
棒
の
み
で
表
現
）

　
　
ｅ
変
装
の
形
（
原
作
は
猟
師
→
翻
案
は
天
狗
）

　
　
ｆ
狂
言
的
演
出

　
　
　
Ⅰ�

　
扮
装
は
す
べ
て
狂
言
装
束
。（
例
外
は
洞
田
の
み
。
腹
を
膨
ら
ま

せ
太
っ
た
表
現
。）

　
　
　
Ⅱ�

　
焼
兵
衛
登
場
に
恐
れ
る
洞
田
が
お
び
え
る
様
子
（
法
被
で
隠
れ
て

ふ
る
え
る
）
→
狂
言
「
花
子
」
の
太
郎
冠
者
の
演
技
に
あ
る
。

　
　
　
Ⅲ�

　
洗
濯
籠
を
運
ぶ
冠
者
の
謡
「
き
れ
い
は
汚
い
。
汚
い
は
き
れ
い
…

白
い
は
黒
い
…
細
い
は
太
い
…
エ
ン
ヤ
ラ
サ
ラ
ト
コ
、エ
ン
ヤ
ラ
ヤ
」。

　
　
　
Ⅳ
　
洞
田
を
川
に
放
り
込
む
時
の
掛
け
声
「
え
い
え
い
や
っ
と
な
」。

　
　
　
Ⅴ
　
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
洞
田
は
寒
く
て
「
く
っ
さ
め
」
と
言
う
。

　
　
　
Ⅵ�

　
冠
者
二
人
と
お
松
・
お
竹
が
共
謀
す
る
場
面
。
四
人
が
手
を
組
ん

で
大
き
く
う
な
ず
く
。（
う
な
ず
き
方
が
狂
言
の
型
）

　
　
　
Ⅶ�

　
暗
が
り
で
洞
田
と
お
松
が
お
尻
を
ぶ
つ
け
て
驚
く
→
狂
言「
空
腕
」

に
あ
る
演
技
。

　
　
　
Ⅷ�

　
死
ん
だ
振
り
し
て
い
る
洞
田
が
く
す
ぐ
ら
れ
て
動
く
→
狂
言
「
仁

王
」
に
あ
る
。

　
　
　
Ⅸ
　
大
団
円
の
終
局
→
狂
言
「
舟
渡
聟
」
な
ど
の
終
局
。

　
こ
の
よ
う
な
狂
言
的
演
出
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
、
成
功
を
収
め
て

い
る
と
こ
ろ
に
価
値
が
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
饒
舌
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シェイクスピア翻案喜劇に見る狂言の可能性

大
き
な
変
化
を
見
せ
ず
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

　
た
だ
し
、
和
泉
流
だ
け
は
や
や
例
外
で
、
江
戸
後
期
に
お
い
て
も
流
動
の
跡

を
見
せ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
特
質
に
ち
な
ん
で
の
余
談
だ
が
、
喜
劇
と
伝
統
演
劇
は
通

常
両
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
笑
い
は
原
則
的
に
は
一
過
性
の
も
の
で
、
再
現

が
難
し
い
し
、
一
度
笑
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
二
度
目
か
ら
は
お
か
し
さ
が
半

減
す
る
の
で
、
喜
劇
は
伝
統
演
劇
に
な
り
得
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
れ
を

狂
言
は
両
立
さ
せ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、弁
証
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー

ベ
ン
（
止
揚
）
で
あ
る
。

　
ま
た
、
写
実
劇
と
様
式
劇
も
通
常
は
両
立
し
え
な
い
。
リ
ア
ル
に
表
現
し
よ

う
と
す
れ
ば
型
に
は
め
て
は
な
ら
な
い
し
、
型
に
は
め
て
し
ま
っ
た
ら
柔
軟
な

写
実
性
は
失
わ
れ
る
道
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
狂
言
は
そ
れ
も
ア
ウ

フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
て
い
る
。

　
そ
の
二
つ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
が
、
私
の
説
く
「
狂
言
の
普
遍
的
価
値
」
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
（
注
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
狂
言
の
特
質
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
喜
劇
が
翻
案
さ
れ
た
の
か
。
以
下
に
詳
し
く
論
じ
て
み
よ
う
。

三
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
喜
劇
の
狂
言
様
式
翻
案
に
お
け
る
処
理
と
工
夫

　
近
年
、
二
つ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
喜
劇
が
、
狂
言
の
様
式
を
借
り
て
翻
案
上

演
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
興
行
と
し
て
大
き
な
成
功
を
収
め
、
評
判
と
な
っ
た
。
一

つ
は
「
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
陽
気
な
女
房
た
ち
」
を
翻
案
し
た
「
法
螺
侍
」、
も
う

一
つ
は
「
間
違
い
の
喜
劇
」（「
間
違
い
つ
づ
き
」
と
も
）
を
翻
案
し
た
「
ま
ち

が
い
の
狂
言
」
で
あ
る
。

　
そ
の
興
行
的
成
功
は
、
両
方
と
も
人
気
狂
言
師
の
野
村
万
作
・
萬
斎
父
子
に

よ
る
上
演
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
結
果
と
し
て
大
き
な
演
劇

的
成
果
が
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
二
つ
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
具
体
的
な
分
析
を
試
み
た
い
。

【
事
例
１
】「
法
螺
侍
」

　
結
論
的
な
こ
と
を
先
に
言
う
な
ら
、
こ
の
作
品
は
、
事
例
２
で
取
り
上
げ
る

「
ま
ち
が
い
の
狂
言
」
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
大
幅
な
翻
案
処
理
が
施
さ
れ
、

か
な
り
の
レ
ベ
ル
で
狂
言
的
簡
略
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
。
大
胆
な
翻
案
が
行

わ
れ
て
、
な
お
か
つ
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
原
作
は
前
述
の
よ
う
に
「
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
陽
気
な
女
房
た
ち
」。

　
脚
本
は
英
文
学
者
の
高
橋
康
也
の
手
に
な
る
。
一
九
九
一
年
（
平
成
三
）、

野
村
万
作
の
演
出
・
主
演
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
。

　
そ
の
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ャ
パ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
も
上
演
さ
れ
、

一
九
九
四
年
（
平
成
六
）
に
は
香
港
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
で
上
演
。
の
ち
、
ア
メ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
世
界

各
国
で
上
演
さ
れ
、
最
近
で
は
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
）
に
「
万
作
狂
言

十
八
選
」
の
一
つ
と
し
て
再
演
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
上
演
成
果
に
よ
っ
て
、
す
で
に
翻
案
喜
劇
の
名
作
と
し
て
評
価
が

定
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
ま
ず
、
あ
ら
す
じ
―
。

　
酒
好
き
で
好
色
な
浪
人
、
洞
田
助
右
衛
門
は
、
町
人
の
女
房
・
お
松
と
お
竹

に
金
を
貢
が
せ
よ
う
と
考
え
、
付
け
文
を
し
た
た
め
て
太
郎
冠
者
・
次
郎
冠
者

に
届
け
さ
せ
る
。
二
人
の
冠
者
は
、
お
松
・
お
竹
に
事
の
次
第
を
告
げ
、
共
謀

し
て
助
右
衛
門
を
懲
ら
し
め
る
。
ま
ず
、
浮
気
の
現
場
を
わ
ざ
と
露
顕
し
か
か

る
よ
う
に
し
む
け
る
。
そ
の
の
ち
、
恋
文
を
装
っ
た
お
松
の
手
紙
で
鎮
守
の
森
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狂
言
役
者
の
せ
り
ふ
遣
い
が
よ
く
通
る
大
き
な
声
で
あ
り
、
明
晰
な
発
法
声

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
技
能
は
現
代
演
劇
の
せ
り
ふ
術
を

上
回
る
と
い
う
評
価
さ
え
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。

　
た
と
え
ば
、「
こ
の
辺
り
の
者
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
定
番
の
せ
り
ふ
を
言
う

と
き
、「
こ
の
」
の
「
の
」
や
「
者
」
の
「
の
」
を
強
調
し
て
発
音
す
る
の
が
、

基
本
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
二
字
め
を
張
る
」
と
言
う
。
消
え
や
す
い
二
音
め
を

明
確
に
発
音
さ
せ
る
工
夫
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、狂
言
に
も
、能
と
基
本
的
に
は
同
じ
技
能
の
謡
と
舞
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
を
狂
言
小
謡
お
よ
び
狂
言
小
舞
と
称
し
、
入
門
す
る
と
、
ま
ず
小
謡
の
稽

古
か
ら
始
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
私
が
習
っ
た
和
泉
流
野
村
万
作
一
門
の
場
合
は
、
最
も
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
単
調
な
「
柳
の
下
」
と
い
う
曲
が
初
習
曲
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
謡
に
付
随
し
た
小
舞
も
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て

教
授
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
狂
言
師
は
能
の
シ
テ
方
と
基
本
的
に
は
同
じ
技
能
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
乱
能
と
称
し
て
役
を
入
れ
替
え
て
上
演
す
る
と
き
、
狂
言
役

者
は
能
を
比
較
的
上
手
に
演
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
逆
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
か

な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
シ
テ
方
に
は
せ
り
ふ
の
技
術
を
修
得
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
③
狂
言
は
基
本
的
に
写
実
劇
で
あ
る
。

　
狂
言
の
修
業
は
「
猿
に
始
ま
っ
て
狐
に
終
わ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
靱
猿
」
と
い
う
狂
言
の
小
猿
役
で
初
舞
台
を
踏
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
を
経
験

し
た
後
、「
釣
狐
」
の
狐
役
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
と
お
り
の
基
本
が

修
得
さ
れ
、
一
人
前
の
狂
言
師
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
の
形
態

模
写
が
修
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
最
初
と
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
物
真
似
が
基
本
、
す
な
わ
ち
写
実
な
の
で
あ
る
。

　
喜
怒
哀
楽
の
表
現
も
、
い
か
に
も
と
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
中
で

も
笑
い
の
表
現
は
特
徴
的
で
あ
る
。
大
き
な
声
で
「
は
あ
～
、
は
っ
、
は
っ
、

は
っ
…
」
と
笑
い
声
を
発
す
る
が
、
そ
の
と
き
、
心
理
的
な
お
か
し
さ
を
内
面

に
湧
き
起
こ
し
て
笑
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
型
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
笑
い
終
わ
っ
た
ら
、
す
っ
と
ま
じ
め
な
素
顔
に
戻
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
型
と
し
て
表
現
さ
れ
る
写
実
劇
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
西
洋
演

劇
の
写
実
的
表
現
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
④
し
た
が
っ
て
、
狂
言
は
様
式
劇
な
の
で
あ
る
。

　
く
り
返
す
が
、
喜
怒
哀
楽
は
心
理
的
反
応
を
伴
わ
ず
に
型
と
し
て
演
じ
ら
れ

る
。
す
べ
て
の
演
技
が
型
な
の
で
あ
る
。
型
と
し
て
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
代
々

伝
承
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
演
劇
と
し
て
の
継
承
が
可
能
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
⑤
狂
言
は
能
と
同
様
、
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
表
現
を
旨
と
し
て
い
る
。
そ
の

極
致
と
言
っ
て
よ
い
。
大
道
具
に
し
て
も
小
道
具
に
し
て
も
、
そ
れ
は
最
小
限

度
の
用
い
方
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
、
し
ば
し
ば
パ
ン
ト
マ
イ
ム
的
な
演
技
に
な
る
。
た
と
え

ば
、「
栗
焼
」
で
は
、
囲
炉
裏
も
な
け
れ
ば
栗
も
な
い
。
扇
一
本
で
、
さ
も
囲

炉
裏
で
栗
を
焼
い
て
い
る
よ
う
に
表
現
し
、
見
え
な
い
栗
を
美
味
し
そ
う
に
食

べ
る
。
ま
た
、「
木
六
駄
」で
は
、雪
の
峠
道
を
十
二
頭
の
牛
を
追
い
な
が
ら
登
っ

て
行
く
と
い
う
表
現
を
、
杖
一
本
で
表
現
す
る
。
何
も
な
い
舞
台
に
、
牛
十
二

頭
を
描
き
出
す
わ
け
で
あ
る
。

　
⑥
狂
言
が
日
本
を
代
表
す
る
伝
統
演
劇
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な

い
。

　
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
六
百
年
前
の
南
北
朝
時
代
に
能
と
と
も
に
成
立
し
て
い

る
。
室
町
時
代
は
流
動
的
な
現
代
劇
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
式
楽
、
つ

ま
り
儀
式
芸
能
と
し
て
演
技
や
せ
り
ふ
が
ほ
ぼ
固
定
し
た
。
以
来
、約
四
百
年
、
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シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
案
喜
劇
に
見
る
狂
言
の
可
能
性

林
　
和
利

一
、
は
じ
め
に

　
先
般
（
平
成
二
十
二
年
九
月
十
八
日
）、
名
古
屋
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
会

の
依
頼
を
受
け
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
式
で
「
狂
言
の
特
質
と
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
―
狂
言
の
特
色
を
踏
ま
え
た
と
き
に
見
え
て
く
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇

の
諸
相
」
と
題
し
た
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
私
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
専
門
家
で
は
な
い
。
本
来
な
ら
お
断
り
す
べ
き
と

こ
ろ
、巧
み
な
交
渉
に
抗
し
き
れ
ず
、不
遜
な
お
役
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
俄
勉
強
の
付
け
焼
き
刃
に
過
ぎ
ぬ
発
表
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
拙
い
な
が
ら
も
新
し
い
知
見
も
多
少
は
ご
披
露
で
き
た
か
と
思
う

し
、
結
果
と
し
て
狂
言
の
可
能
性
も
見
え
て
き
た
と
い
う
副
産
物
も
あ
っ
た
。

　
不
十
分
だ
っ
た
当
日
の
発
表
の
補
足
と
修
正
も
含
め
つ
つ
、「
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
翻
案
喜
劇
に
見
る
狂
言
の
可
能
性
」
と
い
う
視
点
で
ま
と
め
な
お
し
て
お

き
た
い
。

　
な
お
、
後
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
翻
案
喜
劇
」
と
は
、
近
年
狂
言
様
式
で
翻
案
さ
れ
た
「
法
螺
侍
」
と
「
ま
ち

が
い
の
狂
言
」
の
二
つ
で
あ
る
。

二
、
狂
言
の
特
質

　
前
述
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
最
初
に
狂
言
の
特
質
に
つ
い
て
発
表
す
る

よ
う
に
と
い
う
主
催
者
の
要
請
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
お
応
え
し
た
。
特
に
新

し
い
見
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
前
提
と
し
て
押
さ
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
略
述
し
て
お
く
。

　
①
ま
ず
、
狂
言
は
喜
劇
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
に
し
て
常
識
的
な
と
ら
え
方

が
あ
る
。
古
来
、
狂
言
は
「
を
か
し
」
の
表
現
を
旨
と
し
て
お
り
、
滑
稽
な
こ

と
を
演
じ
て
き
た
。

　
た
だ
し
、
西
洋
演
劇
の
喜
劇
の
よ
う
な
複
雑
な
展
開
を
見
せ
る
も
の
で
は
な

く
、
多
く
は
単
純
な
筋
書
き
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ァ
ル
ス
に
匹
敵
す
る
笑

劇
と
言
う
べ
き
だ
と
す
る
主
張
も
あ
る
け
れ
ど
、
広
い
意
味
で
の
喜
劇
に
は
違

い
な
い
。
ま
た
、中
に
は
滑
稽
味
よ
り
も
祝
言
性
を
重
視
す
る
も
の（「
福
の
神
」

な
ど
）
や
、悲
劇
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
作
品
（「
川
上
」
な
ど
）
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
も
滑
稽
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
②
せ
り
ふ
劇
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
基
本
的
な
狂
言
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。

そ
れ
は
能
が
謡
と
舞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
対
比
と
し
て
も
大
切

な
こ
と
で
あ
る
。


