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一
、
は
じ
め
に

大
和
猿
楽
は
南
北
朝
時
代
に
至
っ
て
奈
良
か
ら
京
都
へ
進
出
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
観
阿
弥
と
世
阿
弥
の
功
績
で
あ
る
。
狂
言
も
そ
の
一
部
と
し
て
同
様

の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
の
後
も
、
江
戸
時
代
に
四
座
の
宗
家
が

江
戸
に
集
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
京
都
・
奈
良
を
本
拠
地
と
し
て
活
動
し
て
い

た
。大

和
以
外
に
も
、
近
江
・
丹
波
・
摂
津
・
伊
勢
な
ど
に
猿
楽
の
座
が
存
在
し

た
が
、
す
べ
て
関
西
の
地
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
室
町
時
代
以
前
の
能
・
狂
言
は
関
西
が
本
拠
地
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
概
ね
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
狂
言
の
せ
り

ふ
の
発
音
（
と
り
わ
け
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
は
、
関
西
訛
が
本
来
の
形
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

蜂
矢
清
人
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』
（
笠
間
書
院
・
昭
和
52
）
は
江

戸
時
代
の
狂
言
台
本
を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

狂
言
の
言
葉
は
京
阪
の
こ
と
ば
を
規
準
と
す
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
お
い

て
、
狂
言
諸
流
は
江
戸
・
尾
張
そ
の
他
活
躍
の
場
を
拡
げ
て
い
く
が
、
こ

れ
ら
の
正
統
的
流
派
に
お
け
る
狂
言
の
こ
と
ば
の
京
阪
語
的
特
徴
は
失
わ

れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
台
本
に
記
さ
れ
た
語
彙
を
め
ぐ
っ
て
の
分
析
結
果
で
あ
る
。
こ
の
問

題
を
、
せ
り
ふ
を
発
音
す
る
と
き
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
に
ま
で
拡
げ

た
と
き
、
は
た
し
て
「
京
阪
語
的
特
徴
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
」
と
言
え
る
か
ど

う
か
吟
味
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
。

現
在
、
関
西
地
方
以
外
で
は
、
東
京
・
名
古
屋
・
金
沢
な
ど
に
狂
言
師
が
在

住
し
て
い
る
。
そ
の
人
た
ち
が
発
す
る
狂
言
の
せ
り
ふ
に
お
い
て
も
関
西
方
言

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
部
分
的
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
の
稽
古
の
場

で
、
師
匠
が
弟
子
に
関
西
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
ら
し
い
発
音
を
指
示
す
る
場
面

に
遭
遇
す
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
て
、
関
西
以
外
の
狂
言
師
の
せ
り
ふ

は
、
か
な
り
の
レ
ベ
ル
で
共
通
語
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
せ
り
ふ
遣
い
に
変
化

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
関
西
の
、
た
と
え
ば
茂
山
千
五
郎

家
の
せ
り
ふ
遣
い
と
比
べ
れ
ば
歴
然
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
狂
言
も
生
き
た
演
劇
な
の
で
あ
っ
て
、
古
典
芸
能
と
い
え
ど
も

流
動
や
変
化
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
発
音
が
共
通
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
狂
言
の
せ
り
ふ
の
意
図
や
本
来
の
お
か
し
さ
が
伝
わ
り
に
く
く
な
る
ケ
ー

ス
が
あ
る
。
ま
た
、
元
来
の
演
出
の
意
図
も
不
明
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
に
則
し
な
が
ら
検
討
し
、
共
通
語

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
狂
言
で
は
く
み
取
れ
な
い
（
く
み
取
り
に
く
い
）
せ
り

ふ
と
演
出
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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（
二
）

（
三
）

「
柄
」
の
場
合
は
、
「
エ
」
を
か
な
り
高
く
発
音
す
る
。

し
か
も
、
元
来
は
ど
ち
ら
も
「
エ
ェ
」
と
語
尾
を
延
ば
し
て
発
音
し
、
そ
の

高
低
が
さ
ら
に
明
瞭
だ
っ
た
。
そ
の
延
ば
し
気
味
の
発
音
は
、
今
も
丹
波
地
方

な
ど
に
残
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
京
都
の
大
蔵
流
茂
山
千
五
郎
家
の
狂
言
に
お
い
て
は
、

「
絵
」
と
「
柄
」
の
発
音
の
差
異
は
歴
然
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
と
お
り
で

あ
る
と
の
証
言
を
千
作
師
か
ら
得
た
。
（
注
１
）

そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
茂
山
家
の
台
本
で
は
、
す
っ
ぱ
が
、

こ
れ
は
ち
と
仮
名
が
違
う
て
ご
ざ
る
（
注
２
）

と
い
う
。
つ
ま
り
「
絵
」
は
「
ゑ
」
で
あ
り
、
「
柄
」
は
「
え
」
と
い
う
わ
け

だ
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
書
き
文
字
の
平
仮
名
が
違
う
の
み
な

ら
ず
、
発
音
の
こ
と
も
含
め
て
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
「
仮
名
の
ち
が
い
」
と
い
う
せ
り
ふ
も
生
き
て
く
る
。

大
蔵
流
『
虎
明
本
』
が
、

そ
な
た
の
お
し
や
り
様
が
わ
る
ひ
（
注
３
）

と
い
う
の
も
、
説
明
の
仕
方
が
悪
い
の
で
は
な
く
て
、
「
発
音
が
い
け
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ざ
れ
絵
」
に
つ
い
て
太
郎
冠
者
は
何
も
説

明
し
な
い
の
だ
か
ら
、
説
明
の
仕
方
を
問
題
に
す
る
は
ず
は
な
い
。
発
音
の
こ

と
を
指
し
て
「
お
し
や
り
様
」
と
言
っ
て
い
る
と
理
解
し
な
く
て
は
い
け
な

い
。「

絵
」
と
「
柄
」
を
発
音
仕
分
け
る
の
が
、
関
西
で
上
演
さ
れ
て
い
た
元
来

の
形
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
っ
ぱ
の
こ
じ
つ
け
の
お
か
し
さ
も
、
よ
り

わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
で
な
く
て
は
「
…
ざ
れ
柄
、

絵
の
こ
と
で
は
お
り
な
い
」
の
部
分
が
、
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
は
意
味
不
明
瞭

と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
認
識
に
立
ち
、
さ
ら
に
う
が
っ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
狂
言
の
太

郎
冠
者
の
出
身
地
は
、
発
音
に
お
い
て
「
絵
」
と
「
柄
」
の
区
別
が
不
明
瞭
の

地
域
で
あ
る
方
が
だ
ま
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
っ
ぱ
の
こ
じ

つ
け
は
、
太
郎
冠
者
が
「
絵
」
と
「
柄
」
を
取
り
違
え
て
い
た
と
い
う
の
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
関
西
圏
な
ら
主
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
段
階
で
、

は
っ
き
り
違
い
を
認
識
で
き
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
す
っ
ぱ
の
説
明
を
聞
い
て

も
、
そ
う
簡
単
に
は
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。

太
郎
冠
者
の
生
活
圏
は
関
西
方
言
使
用
圏
外
の
地
域
、
た
と
え
ば
関
ヶ
原
以

東
の
東
国
と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
太
郎
冠
者
は
田
舎
か
ら
都
へ
出

て
末
広
が
り
を
求
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
田
舎
を
東
国
と
設
定
し
て
み
る

と
き
、
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
狂
言
の
主
従
を
田
舎
の
者
と
設
定
し
た
意
図
も
、
実
は
そ
こ
に
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
扇
の
こ
と
を
知
ら
な
い
無
知
な
田
舎
者
と
い
う
解
釈
が
一

般
的
な
認
識
か
と
思
う
が
、
方
言
を
背
景
と
し
た
理
由
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

三
、「
鐘
の
音
」
の
「
値
」
と
「
音
」

狂
言
「
鐘
の
音
」
の
せ
り
ふ
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

こ
の
狂
言
は
、
鎌
倉
へ
行
っ
て
黄
金
の
値
段
を
調
べ
て
こ
い
と
主
人
に
命
じ

ら
れ
た
太
郎
冠
者
の
失
敗
を
描
い
て
い
る
。
主
人
が
黄
金
の
値
段
を
「
カ
ネ
の

ネ
」
（
金
の
値
）
と
表
現
し
た
た
め
に
、
太
郎
冠
者
は
「
鐘
の
音
」
と
誤
解
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
は
建
長
寺
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
の
名
刹

を
廻
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
鐘
の
音
の
違
い
を
聞
き
比
べ
、
そ
の
結
果
を
主
人
に

報
告
す
る
。
各
流
各
台
本
、
大
同
小
異
で
あ
る
。

そ
の
「
値
」
と
「
音
」
の
発
音
で
あ
る
が
、
標
準
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
東
京
を
地
盤
と
す
る
狂
言
の
家
で
は
区
別
し
な
い
で

ま
た
、
前
述
蜂
矢
稿
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
狂
言
の
せ
り
ふ
の
言
い
回

し
が
、
現
代
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
典
型
的
な
関
西
方
言
と
は
大
き
く
隔

た
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
も
言
及
し
て
み
た
い
。

二
、「
末
広
か
り
」
の
「
絵
」
と
「
柄
」

ま
ず
、
狂
言
「
末
広
か
り
」
の
せ
り
ふ
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
狂
言
は
、
都
へ
行
っ
て
末
広
が
り
を
買
い
求
め
て
く
る
よ
う
主
人
に
命

じ
ら
れ
た
太
郎
冠
者
の
失
敗
談
で
あ
る
。
末
広
が
り
が
扇
の
こ
と
だ
と
知
ら
な

か
っ
た
た
め
に
、
都
の
す
っ
ぱ
（
詐
欺
師
）
に
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
て
古ふ

る
か
ら
か
さ

唐
傘

を
買
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
唐
傘
も
拡
げ
れ
ば
末
が
広
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。こ

の
と
き
、
主
人
は
好
み
の
条
件
を
付
け
て
い
た
。
各
流
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ

が
、
現
行
和
泉
流
三
宅
派
の
せ
り
ふ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

先
づ
地
紙
よ
う
、
骨
に
み
が
き
を
あ
て
ゝ
、
か
な
め
し
つ
と
と
し
て
、
ざ

れ
ゑ
ざ
つ
と
有
う
ず
る
を
求
め
て
来
い

（
『
和
泉
流
狂
言
大
成
』
に
よ
る
。
以
下
、
三
宅
派
の
台
本
は
同
様
）

つ
ま
り
、

①
上
質
の
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
。

②
骨
は
磨
い
て
あ
る
こ
と
。

③
要
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
。

④
平
俗
な
題
材
が
軽
い
手
法
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。

の
四
条
件
で
あ
る
。

本
来
扇
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
こ
れ
ら
の
条
件
を
、
す
っ
ぱ
は
唐
傘
に
当
て

は
め
て
、
こ
と
ご
と
く
こ
じ
つ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、

此
紙
の
事
、
美
濃
紙
の
上
々
を
以
て
、
天
気
の
よ
い
に
は
つ
た
に
依
つ

て
、
叩
け
ば
是
こ
ん

く
致
す

②
に
つ
い
て
は
、

此
骨
の
事
、
物
の
上
手
が
信
濃
木
賊
む
く
の
葉
を
持
つ
て
、
七
日
七
夜
み

が
ひ
た
に
依
つ
て
、
撫
つ
れ
ば
す
べ

く
致
す

③
に
つ
い
て
は
、

此
の
か
な
め
の
事
、
是
を
か
う
し
て
何
方
へ
さ
い
て
参
つ
て
も
、
き
つ
く

り
共
致
事
で
は
を
り
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
は
「
ざ
れ
絵
」
で
あ
る
。
説
明
に
詰
ま
り
、
少
し
考
え
た
す
っ

ぱ
は
、
太
郎
冠
者
に
対
し
て
い
き
な
り
傘
の
柄
を
突
き
つ
け
て
ふ
ざ
け
て
見
せ
、

此
の
柄
で
ざ
る
ゝ
に
依
つ
て
の
ざ
れ
柄
、
絵
の
こ
と
で
は
お
り
な
い

と
こ
じ
つ
け
る
。
「
絵
」
で
は
な
く
て
「
柄
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
太
郎
冠
者
は
簡
単
に
納
得
し
て
し
ま
う
。

関
西
訛
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
「
絵
」

と
「
柄
」
の
発
音
で
あ
る
。

現
代
の
標
準
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
両
者
の
区
別
は
微
妙
で
あ
る
。
わ
ず

か
な
違
い
は
あ
る
が
、
明
確
な
差
異
と
は
認
め
が
た
い
。
東
京
を
中
心
と
す
る

和
泉
流
三
宅
派
の
狂
言
の
場
合
、
「
そ
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
」
（
野
村
万

作
の
直
談
）
と
は
い
う
も
の
の
、
地
方
出
身
者
が
耳
で
聞
く
か
ぎ
り
判
別
す
る

の
は
む
ず
か
し
い
。

ま
た
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
東
海
地
方
の
場
合
、
両
者
の
発
音
は
区
別
が
な

い
た
め
、
狂
言
共
同
社
の
舞
台
に
お
い
て
は
「
全
く
区
別
さ
れ
て
い
な
い
」

（
佐
藤
友
彦
の
直
談
）
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
関
西
方
言
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
両
者
が
明
確
に
発
音

仕
分
け
ら
れ
て
い
る
。

「
絵
」
の
場
合
は
、
「
エ
」
を
か
な
り
低
く
発
音
す
る
。
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（
二
）

（
三
）

「
柄
」
の
場
合
は
、
「
エ
」
を
か
な
り
高
く
発
音
す
る
。

し
か
も
、
元
来
は
ど
ち
ら
も
「
エ
ェ
」
と
語
尾
を
延
ば
し
て
発
音
し
、
そ
の

高
低
が
さ
ら
に
明
瞭
だ
っ
た
。
そ
の
延
ば
し
気
味
の
発
音
は
、
今
も
丹
波
地
方

な
ど
に
残
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
京
都
の
大
蔵
流
茂
山
千
五
郎
家
の
狂
言
に
お
い
て
は
、

「
絵
」
と
「
柄
」
の
発
音
の
差
異
は
歴
然
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
と
お
り
で

あ
る
と
の
証
言
を
千
作
師
か
ら
得
た
。
（
注
１
）

そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
茂
山
家
の
台
本
で
は
、
す
っ
ぱ
が
、

こ
れ
は
ち
と
仮
名
が
違
う
て
ご
ざ
る
（
注
２
）

と
い
う
。
つ
ま
り
「
絵
」
は
「
ゑ
」
で
あ
り
、
「
柄
」
は
「
え
」
と
い
う
わ
け

だ
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
書
き
文
字
の
平
仮
名
が
違
う
の
み
な

ら
ず
、
発
音
の
こ
と
も
含
め
て
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
「
仮
名
の
ち
が
い
」
と
い
う
せ
り
ふ
も
生
き
て
く
る
。

大
蔵
流
『
虎
明
本
』
が
、

そ
な
た
の
お
し
や
り
様
が
わ
る
ひ
（
注
３
）

と
い
う
の
も
、
説
明
の
仕
方
が
悪
い
の
で
は
な
く
て
、
「
発
音
が
い
け
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ざ
れ
絵
」
に
つ
い
て
太
郎
冠
者
は
何
も
説

明
し
な
い
の
だ
か
ら
、
説
明
の
仕
方
を
問
題
に
す
る
は
ず
は
な
い
。
発
音
の
こ

と
を
指
し
て
「
お
し
や
り
様
」
と
言
っ
て
い
る
と
理
解
し
な
く
て
は
い
け
な

い
。「

絵
」
と
「
柄
」
を
発
音
仕
分
け
る
の
が
、
関
西
で
上
演
さ
れ
て
い
た
元
来

の
形
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
っ
ぱ
の
こ
じ
つ
け
の
お
か
し
さ
も
、
よ
り

わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
で
な
く
て
は
「
…
ざ
れ
柄
、

絵
の
こ
と
で
は
お
り
な
い
」
の
部
分
が
、
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
は
意
味
不
明
瞭

と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
認
識
に
立
ち
、
さ
ら
に
う
が
っ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
狂
言
の
太

郎
冠
者
の
出
身
地
は
、
発
音
に
お
い
て
「
絵
」
と
「
柄
」
の
区
別
が
不
明
瞭
の

地
域
で
あ
る
方
が
だ
ま
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
っ
ぱ
の
こ
じ

つ
け
は
、
太
郎
冠
者
が
「
絵
」
と
「
柄
」
を
取
り
違
え
て
い
た
と
い
う
の
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
関
西
圏
な
ら
主
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
段
階
で
、

は
っ
き
り
違
い
を
認
識
で
き
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
す
っ
ぱ
の
説
明
を
聞
い
て

も
、
そ
う
簡
単
に
は
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。

太
郎
冠
者
の
生
活
圏
は
関
西
方
言
使
用
圏
外
の
地
域
、
た
と
え
ば
関
ヶ
原
以

東
の
東
国
と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
太
郎
冠
者
は
田
舎
か
ら
都
へ
出

て
末
広
が
り
を
求
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
田
舎
を
東
国
と
設
定
し
て
み
る

と
き
、
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
狂
言
の
主
従
を
田
舎
の
者
と
設
定
し
た
意
図
も
、
実
は
そ
こ
に
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
扇
の
こ
と
を
知
ら
な
い
無
知
な
田
舎
者
と
い
う
解
釈
が
一

般
的
な
認
識
か
と
思
う
が
、
方
言
を
背
景
と
し
た
理
由
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

三
、「
鐘
の
音
」
の
「
値
」
と
「
音
」

狂
言
「
鐘
の
音
」
の
せ
り
ふ
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

こ
の
狂
言
は
、
鎌
倉
へ
行
っ
て
黄
金
の
値
段
を
調
べ
て
こ
い
と
主
人
に
命
じ

ら
れ
た
太
郎
冠
者
の
失
敗
を
描
い
て
い
る
。
主
人
が
黄
金
の
値
段
を
「
カ
ネ
の

ネ
」
（
金
の
値
）
と
表
現
し
た
た
め
に
、
太
郎
冠
者
は
「
鐘
の
音
」
と
誤
解
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
は
建
長
寺
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
の
名
刹

を
廻
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
鐘
の
音
の
違
い
を
聞
き
比
べ
、
そ
の
結
果
を
主
人
に

報
告
す
る
。
各
流
各
台
本
、
大
同
小
異
で
あ
る
。

そ
の
「
値
」
と
「
音
」
の
発
音
で
あ
る
が
、
標
準
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
東
京
を
地
盤
と
す
る
狂
言
の
家
で
は
区
別
し
な
い
で

ま
た
、
前
述
蜂
矢
稿
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
狂
言
の
せ
り
ふ
の
言
い
回

し
が
、
現
代
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
典
型
的
な
関
西
方
言
と
は
大
き
く
隔

た
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
も
言
及
し
て
み
た
い
。

二
、「
末
広
か
り
」
の
「
絵
」
と
「
柄
」

ま
ず
、
狂
言
「
末
広
か
り
」
の
せ
り
ふ
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
狂
言
は
、
都
へ
行
っ
て
末
広
が
り
を
買
い
求
め
て
く
る
よ
う
主
人
に
命

じ
ら
れ
た
太
郎
冠
者
の
失
敗
談
で
あ
る
。
末
広
が
り
が
扇
の
こ
と
だ
と
知
ら
な

か
っ
た
た
め
に
、
都
の
す
っ
ぱ
（
詐
欺
師
）
に
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
て
古ふ

る
か
ら
か
さ

唐
傘

を
買
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
唐
傘
も
拡
げ
れ
ば
末
が
広
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。こ

の
と
き
、
主
人
は
好
み
の
条
件
を
付
け
て
い
た
。
各
流
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ

が
、
現
行
和
泉
流
三
宅
派
の
せ
り
ふ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

先
づ
地
紙
よ
う
、
骨
に
み
が
き
を
あ
て
ゝ
、
か
な
め
し
つ
と
と
し
て
、
ざ

れ
ゑ
ざ
つ
と
有
う
ず
る
を
求
め
て
来
い

（
『
和
泉
流
狂
言
大
成
』
に
よ
る
。
以
下
、
三
宅
派
の
台
本
は
同
様
）

つ
ま
り
、

①
上
質
の
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
。

②
骨
は
磨
い
て
あ
る
こ
と
。

③
要
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
。

④
平
俗
な
題
材
が
軽
い
手
法
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。

の
四
条
件
で
あ
る
。

本
来
扇
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
こ
れ
ら
の
条
件
を
、
す
っ
ぱ
は
唐
傘
に
当
て

は
め
て
、
こ
と
ご
と
く
こ
じ
つ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、

此
紙
の
事
、
美
濃
紙
の
上
々
を
以
て
、
天
気
の
よ
い
に
は
つ
た
に
依
つ

て
、
叩
け
ば
是
こ
ん

く
致
す

②
に
つ
い
て
は
、

此
骨
の
事
、
物
の
上
手
が
信
濃
木
賊
む
く
の
葉
を
持
つ
て
、
七
日
七
夜
み

が
ひ
た
に
依
つ
て
、
撫
つ
れ
ば
す
べ

く
致
す

③
に
つ
い
て
は
、

此
の
か
な
め
の
事
、
是
を
か
う
し
て
何
方
へ
さ
い
て
参
つ
て
も
、
き
つ
く

り
共
致
事
で
は
を
り
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
は
「
ざ
れ
絵
」
で
あ
る
。
説
明
に
詰
ま
り
、
少
し
考
え
た
す
っ

ぱ
は
、
太
郎
冠
者
に
対
し
て
い
き
な
り
傘
の
柄
を
突
き
つ
け
て
ふ
ざ
け
て
見
せ
、

此
の
柄
で
ざ
る
ゝ
に
依
つ
て
の
ざ
れ
柄
、
絵
の
こ
と
で
は
お
り
な
い

と
こ
じ
つ
け
る
。
「
絵
」
で
は
な
く
て
「
柄
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
太
郎
冠
者
は
簡
単
に
納
得
し
て
し
ま
う
。

関
西
訛
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
「
絵
」

と
「
柄
」
の
発
音
で
あ
る
。

現
代
の
標
準
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
両
者
の
区
別
は
微
妙
で
あ
る
。
わ
ず

か
な
違
い
は
あ
る
が
、
明
確
な
差
異
と
は
認
め
が
た
い
。
東
京
を
中
心
と
す
る

和
泉
流
三
宅
派
の
狂
言
の
場
合
、
「
そ
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
」
（
野
村
万

作
の
直
談
）
と
は
い
う
も
の
の
、
地
方
出
身
者
が
耳
で
聞
く
か
ぎ
り
判
別
す
る

の
は
む
ず
か
し
い
。

ま
た
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
東
海
地
方
の
場
合
、
両
者
の
発
音
は
区
別
が
な

い
た
め
、
狂
言
共
同
社
の
舞
台
に
お
い
て
は
「
全
く
区
別
さ
れ
て
い
な
い
」

（
佐
藤
友
彦
の
直
談
）
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
関
西
方
言
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
両
者
が
明
確
に
発
音

仕
分
け
ら
れ
て
い
る
。

「
絵
」
の
場
合
は
、
「
エ
」
を
か
な
り
低
く
発
音
す
る
。

狂言における関西訛せりふ考
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（
四
）

（
五
）

現
行
和
泉
流
三
宅
派
の
詞
章
は
、

き
の
ふ
通
る
小
傘
が
け
ふ
も
通
り
候
。
あ
れ
見
さ
い
た
い
よ
。
こ
れ
見

さ
い
た
い
よ
。

で
あ
る
が
、
『
天
理
本
』
で
は
、
末
尾
が
「
あ
れ
見
さ
い
た
よ
の
」
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
も
と
の
形
ら
し
い
。
こ
の
部
分
の
解
釈
が
問
題

で
、
北
川
忠
彦
・
田
口
和
夫
・
関
屋
俊
彦
・
橋
本
朝
生
・
永
井
猛
・
稲
田

秀
雄
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
（
三
弥
井
書
店
・
平
成
７
）
は
「
『
み

さ
い
』
は
『
み
な
さ
い
』
の
意
。
民
謡
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
。
『
み
さ

い
た
』
も
同
じ
意
と
し
て
よ
い
か
」
と
し
て
い
る
が
、
北
原
保
雄
・
小
林

賢
次
著
『
狂
言
六
義
全
注
』
（
勉
誠
社
・
平
成
３
）
は
「
『
見
な
さ
い
』

の
意
な
ら
ば
『
見
さ
い
な
』
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
和
泉
家
古
本
で
も
同

文
で
あ
る
。
三
百
番
集
本
で
は
『
見
さ
い
た
い
よ
』
と
あ
る
が
、
こ
の
形

で
も
や
は
り
不
審
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
池
田
廣
司
著
『
狂
言
歌
謡
研
究
集
成
』
（
風
間
書
房
・
平
成

４
）
は
、
「
見
さ
い
た
よ
の
」
に
「
ご
覧
よ
」
と
訳
を
当
て
、
諸
説
紹
介

し
た
う
え
で
、
「
こ
の
小
歌
も
会
下
（
＝
禅
寺
の
学
徳
あ
る
師
僧
の
膝
下

で
修
行
す
る
と
こ
ろ
）
に
あ
る
若
い
僧
に
向
け
ら
れ
た
恋
の
歌
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
」
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
見
な
さ
い
」
と
か
「
ご
覧
よ
」
と
解
釈
す
る
説
は
、
『
狂

言
六
義
全
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
も
同
意
で
き
な
い
。
「
見
さ

い
」
で
は
な
く
、
「
見
さ
い
た
（
よ
の
）
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
小
歌
は
傘
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
、
「
さ
い
た
」
は
「
さ
し
た
」
の
音
便
と
判
断
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
れ
は
現
在
で
も
関
西
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
言
い
方
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
あ
れ
見
、
さ
い
た
よ
」
と
切
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
「
ほ
ら
見
て
ご
ら
ん
、
（
傘
を
）
さ
し
た
よ
」
と
い
う
訳
が
ふ
さ
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
。
関
西
弁
な
ら
、
「
あ
れ
見
ぃ
、
…
」
と
発
音
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「
さ
い
た
」
を
関
西
訛
で
解
釈
し
、
「
さ
し
た
」
の
音
便
形
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
関
西
生
ま
れ
関
西
育
ち
の
私
に
と
っ
て
は
当
然
す
ぎ
る
解
釈

だ
っ
た
の
で
、
特
別
用
例
も
あ
げ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
関
西
圏
以
外
の
人
に

と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
理
解
が
容
易
で
な
い
ら
し
い
。
い
や
、
関
西
人
で
も
若

い
人
は
、
も
う
そ
う
い
う
音
便
形
は
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
さ
し
た
」
（
指
し
た
・
挿
し
た
・
刺
し
た
・
差
し
た
）
を
「
さ

い
た
」
と
発
音
す
る
狂
言
の
せ
り
ふ
の
実
例
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
説
を
補
強
し
て
お
き
た
い
。
（
注
５
）

①
「
昆
布
売
」

や
い
。
汝
が
差
い
た
物
を
こ
ち
へ
お
こ
せ
い
。
（
野
々
村
戒
三
・
古
川
久
編

『
狂
言
集
』
）

②
「
花
子
」

九
献
を
ひ
と
つ
き
こ
し
召
せ
と
て
、
さ
い
つ
さ
さ
れ
つ
…
（
笹
野
堅
編
『
能

狂
言
』
）

③
「
六
地
蔵
」

某
に
都
へ
登
り
、
地
蔵
を
調
て
参
れ
と
さ
い
て
ご
ざ
る
。
（
「
指
し
て
」
、

指
示
し
て
の
意
）
（
『
狂
言
記
』
）

④
「
節
分
」

何
者
じ
や
知
ら
ぬ
。
さ
い
て
お
き
ま
せ
う
。
（
「
鎖
し
て
」
の
意
）
（
野
々

村
戒
三
・
古
川
久
編
『
狂
言
集
』
）

⑤
「
布
施
無
経
」

さ
て
も

く
鹿
の
角
を
蜂
が
刺
い
た
や
う
に
も
無
い
。
（
野
々
村
戒
三
・
古

発
音
し
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
助
詞
が
後
に
続
く
場
合
は
微
妙
に
異
な
る
ら
し

い
。
）

と
こ
ろ
が
、
標
準
的
な
関
西
弁
で
は
こ
れ
も
発
音
仕
分
け
て
い
る
。
少
な
く

と
も
か
つ
て
は
区
別
し
て
い
た
。

「
値
」
の
場
合
は
、
「
ネ
」
を
低
く
発
音
す
る
。

「
音
」
の
場
合
は
、
「
ネ
」
を
高
く
発
音
す
る
。

こ
の
場
合
も
、
現
在
一
般
に
は
短
く
発
音
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
さ
ら
に
語

尾
を
延
ば
し
、
母
音
が
強
調
さ
れ
る
形
の
発
音
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
千
作
師

に
よ
れ
ば
茂
山
家
で
は
明
確
に
発
音
仕
分
け
て
い
る
と
い
う
。

そ
も
そ
も
元
来
、
関
西
弁
で
は
一
音
の
発
音
は
す
べ
て
延
ば
し
て
発
音
し
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
目
」
も
「
歯
」
も
「
木
」
も
、
す
べ
て
「
メ
ェ
」

「
ハ
ァ
」
「
キ
ィ
」
と
発
音
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
丹
波
の
方
言
（
と
く
に

古
老
の
発
音
）
に
残
っ
て
い
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
「
キ
（
木
）
の
国
」
が
「
キ
イ
（
紀
伊
）
の
国
」
で
あ
り
、

「
ヒ
エ
（
日
吉
）
の
山
」
が
「
ヒ
エ
イ
（
比
叡
）
山
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ぞ
れ
関
西
弁
で
、
「
キ
ィ
の
国
」
「
ヒ
エ
ェ
の
山
」
と
発
音
し
た
か
ら
に
相
違

な
い
。

話
を
「
鐘
の
音
」
に
戻
そ
う
。

こ
の
狂
言
の
舞
台
は
鎌
倉
。
太
郎
冠
者
主
従
の
居
住
地
も
そ
の
周
辺
と
見
て

よ
い
。
す
な
わ
ち
、
東
国
で
あ
る
。
東
国
に
お
い
て
は
、
現
代
と
同
様
「
値
」

と
「
音
」
の
発
音
の
区
別
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
両
者
の
混

同
は
関
西
で
は
生
じ
に
く
く
、
東
国
で
こ
そ
起
こ
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。寺

の
鐘
の
音
を
聞
き
比
べ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
京
都
で
も
よ
さ
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
京
都
を
活
動
基
盤
と
し
て
い
た
当
時
の
狂
言
界
に

お
い
て
は
、
鎌
倉
五
山
よ
り
京
都
五
山
の
方
が
、
は
る
か
に
身
近
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
舞
台
を
鎌
倉
に
し
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性

が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
方
が
よ
り
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
の
感
じ
ら
れ
る
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
関
西
で
は

起
こ
り
に
く
い
勘
違
い
で
あ
り
、
京
都
を
舞
台
に
し
た
の
で
は
不
自
然
な
の
で

あ
る
。

狂
言
の
せ
り
ふ
が
東
国
訛
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
蜂
矢
清
人
前
掲
書

の
、
次
の
発
言
も
傍
証
と
な
ろ
う
。

例
え
ば
、
「
で
す
」
（
「
で
候
」
の
転
）
は
そ
れ
な
り
に
丁
寧
な
指
定
の

助
動
詞
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
も
江
戸
時
代
初
め
に
お
い
て
は
田
舎
の
こ

と
ば
な
い
し
卑
俗
な
感
じ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
主
に
東
国
（
し

か
も
失
敗
を
重
ね
る
無
知
な
大
名
）
の
名
ノ
リ
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
東
国
の
方
言
そ
の
も
の
を
題
材
に
し
た
狂
言
に
「
入
間
川
」
が
あ

る
。
こ
の
狂
言
の
中
で
は
「
入
間
様よ

う

」
と
称
さ
れ
て
い
る
逆
さ
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し

て
も
、
東
国
方
言
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
は
な
り
得
る
。

四
、「
小こ

が
ら
か
さ傘」
小
歌
の
詞
章

狂
言
「
小
傘
」
は
、
博ば

く
ち奕

に
負
け
て
俄
出
家
し
た
者
と
新し

ん
ぼ
ち

発
意
の
ご
ま
か
し

ぶ
り
を
描
く
。
堂
守
に
な
っ
た
二
人
は
、
御
経
が
読
め
な
い
の
で
、
小
歌
を
さ

も
お
経
ら
し
く
節
を
付
け
て
謡
い
、
踊
り
念
仏
に
な
っ
て
在
所
の
人
々
が
踊
り

興
じ
て
い
る
す
き
に
施
物
を
取
っ
て
逃
げ
る
と
い
う
も
の
。

こ
の
狂
言
の
小
歌
の
解
釈
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。

私
は
以
前
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
注
４
）
。

狂言における関西訛せりふ考
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（
四
）

（
五
）

現
行
和
泉
流
三
宅
派
の
詞
章
は
、

き
の
ふ
通
る
小
傘
が
け
ふ
も
通
り
候
。
あ
れ
見
さ
い
た
い
よ
。
こ
れ
見

さ
い
た
い
よ
。

で
あ
る
が
、
『
天
理
本
』
で
は
、
末
尾
が
「
あ
れ
見
さ
い
た
よ
の
」
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
も
と
の
形
ら
し
い
。
こ
の
部
分
の
解
釈
が
問
題

で
、
北
川
忠
彦
・
田
口
和
夫
・
関
屋
俊
彦
・
橋
本
朝
生
・
永
井
猛
・
稲
田

秀
雄
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
（
三
弥
井
書
店
・
平
成
７
）
は
「
『
み

さ
い
』
は
『
み
な
さ
い
』
の
意
。
民
謡
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
。
『
み
さ

い
た
』
も
同
じ
意
と
し
て
よ
い
か
」
と
し
て
い
る
が
、
北
原
保
雄
・
小
林

賢
次
著
『
狂
言
六
義
全
注
』
（
勉
誠
社
・
平
成
３
）
は
「
『
見
な
さ
い
』

の
意
な
ら
ば
『
見
さ
い
な
』
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
和
泉
家
古
本
で
も
同

文
で
あ
る
。
三
百
番
集
本
で
は
『
見
さ
い
た
い
よ
』
と
あ
る
が
、
こ
の
形

で
も
や
は
り
不
審
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
池
田
廣
司
著
『
狂
言
歌
謡
研
究
集
成
』
（
風
間
書
房
・
平
成

４
）
は
、
「
見
さ
い
た
よ
の
」
に
「
ご
覧
よ
」
と
訳
を
当
て
、
諸
説
紹
介

し
た
う
え
で
、
「
こ
の
小
歌
も
会
下
（
＝
禅
寺
の
学
徳
あ
る
師
僧
の
膝
下

で
修
行
す
る
と
こ
ろ
）
に
あ
る
若
い
僧
に
向
け
ら
れ
た
恋
の
歌
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
」
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
見
な
さ
い
」
と
か
「
ご
覧
よ
」
と
解
釈
す
る
説
は
、
『
狂

言
六
義
全
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
も
同
意
で
き
な
い
。
「
見
さ

い
」
で
は
な
く
、
「
見
さ
い
た
（
よ
の
）
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
小
歌
は
傘
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
、
「
さ
い
た
」
は
「
さ
し
た
」
の
音
便
と
判
断
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
れ
は
現
在
で
も
関
西
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
言
い
方
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
あ
れ
見
、
さ
い
た
よ
」
と
切
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
「
ほ
ら
見
て
ご
ら
ん
、
（
傘
を
）
さ
し
た
よ
」
と
い
う
訳
が
ふ
さ
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
。
関
西
弁
な
ら
、
「
あ
れ
見
ぃ
、
…
」
と
発
音
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「
さ
い
た
」
を
関
西
訛
で
解
釈
し
、
「
さ
し
た
」
の
音
便
形
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
関
西
生
ま
れ
関
西
育
ち
の
私
に
と
っ
て
は
当
然
す
ぎ
る
解
釈

だ
っ
た
の
で
、
特
別
用
例
も
あ
げ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
関
西
圏
以
外
の
人
に

と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
理
解
が
容
易
で
な
い
ら
し
い
。
い
や
、
関
西
人
で
も
若

い
人
は
、
も
う
そ
う
い
う
音
便
形
は
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
さ
し
た
」
（
指
し
た
・
挿
し
た
・
刺
し
た
・
差
し
た
）
を
「
さ

い
た
」
と
発
音
す
る
狂
言
の
せ
り
ふ
の
実
例
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
説
を
補
強
し
て
お
き
た
い
。
（
注
５
）

①
「
昆
布
売
」

や
い
。
汝
が
差
い
た
物
を
こ
ち
へ
お
こ
せ
い
。
（
野
々
村
戒
三
・
古
川
久
編

『
狂
言
集
』
）

②
「
花
子
」

九
献
を
ひ
と
つ
き
こ
し
召
せ
と
て
、
さ
い
つ
さ
さ
れ
つ
…
（
笹
野
堅
編
『
能

狂
言
』
）

③
「
六
地
蔵
」

某
に
都
へ
登
り
、
地
蔵
を
調
て
参
れ
と
さ
い
て
ご
ざ
る
。
（
「
指
し
て
」
、

指
示
し
て
の
意
）
（
『
狂
言
記
』
）

④
「
節
分
」

何
者
じ
や
知
ら
ぬ
。
さ
い
て
お
き
ま
せ
う
。
（
「
鎖
し
て
」
の
意
）
（
野
々

村
戒
三
・
古
川
久
編
『
狂
言
集
』
）

⑤
「
布
施
無
経
」

さ
て
も

く
鹿
の
角
を
蜂
が
刺
い
た
や
う
に
も
無
い
。
（
野
々
村
戒
三
・
古

発
音
し
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
助
詞
が
後
に
続
く
場
合
は
微
妙
に
異
な
る
ら
し

い
。
）

と
こ
ろ
が
、
標
準
的
な
関
西
弁
で
は
こ
れ
も
発
音
仕
分
け
て
い
る
。
少
な
く

と
も
か
つ
て
は
区
別
し
て
い
た
。

「
値
」
の
場
合
は
、
「
ネ
」
を
低
く
発
音
す
る
。

「
音
」
の
場
合
は
、
「
ネ
」
を
高
く
発
音
す
る
。

こ
の
場
合
も
、
現
在
一
般
に
は
短
く
発
音
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
さ
ら
に
語

尾
を
延
ば
し
、
母
音
が
強
調
さ
れ
る
形
の
発
音
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
千
作
師

に
よ
れ
ば
茂
山
家
で
は
明
確
に
発
音
仕
分
け
て
い
る
と
い
う
。

そ
も
そ
も
元
来
、
関
西
弁
で
は
一
音
の
発
音
は
す
べ
て
延
ば
し
て
発
音
し
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
目
」
も
「
歯
」
も
「
木
」
も
、
す
べ
て
「
メ
ェ
」

「
ハ
ァ
」
「
キ
ィ
」
と
発
音
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
丹
波
の
方
言
（
と
く
に

古
老
の
発
音
）
に
残
っ
て
い
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
「
キ
（
木
）
の
国
」
が
「
キ
イ
（
紀
伊
）
の
国
」
で
あ
り
、

「
ヒ
エ
（
日
吉
）
の
山
」
が
「
ヒ
エ
イ
（
比
叡
）
山
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ぞ
れ
関
西
弁
で
、
「
キ
ィ
の
国
」
「
ヒ
エ
ェ
の
山
」
と
発
音
し
た
か
ら
に
相
違

な
い
。

話
を
「
鐘
の
音
」
に
戻
そ
う
。

こ
の
狂
言
の
舞
台
は
鎌
倉
。
太
郎
冠
者
主
従
の
居
住
地
も
そ
の
周
辺
と
見
て

よ
い
。
す
な
わ
ち
、
東
国
で
あ
る
。
東
国
に
お
い
て
は
、
現
代
と
同
様
「
値
」

と
「
音
」
の
発
音
の
区
別
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
両
者
の
混

同
は
関
西
で
は
生
じ
に
く
く
、
東
国
で
こ
そ
起
こ
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。寺

の
鐘
の
音
を
聞
き
比
べ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
京
都
で
も
よ
さ
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
京
都
を
活
動
基
盤
と
し
て
い
た
当
時
の
狂
言
界
に

お
い
て
は
、
鎌
倉
五
山
よ
り
京
都
五
山
の
方
が
、
は
る
か
に
身
近
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
舞
台
を
鎌
倉
に
し
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性

が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
方
が
よ
り
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
の
感
じ
ら
れ
る
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
関
西
で
は

起
こ
り
に
く
い
勘
違
い
で
あ
り
、
京
都
を
舞
台
に
し
た
の
で
は
不
自
然
な
の
で

あ
る
。

狂
言
の
せ
り
ふ
が
東
国
訛
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
蜂
矢
清
人
前
掲
書

の
、
次
の
発
言
も
傍
証
と
な
ろ
う
。

例
え
ば
、
「
で
す
」
（
「
で
候
」
の
転
）
は
そ
れ
な
り
に
丁
寧
な
指
定
の

助
動
詞
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
も
江
戸
時
代
初
め
に
お
い
て
は
田
舎
の
こ

と
ば
な
い
し
卑
俗
な
感
じ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
主
に
東
国
（
し

か
も
失
敗
を
重
ね
る
無
知
な
大
名
）
の
名
ノ
リ
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
東
国
の
方
言
そ
の
も
の
を
題
材
に
し
た
狂
言
に
「
入
間
川
」
が
あ

る
。
こ
の
狂
言
の
中
で
は
「
入
間
様よ

う

」
と
称
さ
れ
て
い
る
逆
さ
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し

て
も
、
東
国
方
言
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
は
な
り
得
る
。

四
、「
小こ

が
ら
か
さ傘」

小
歌
の
詞
章

狂
言
「
小
傘
」
は
、
博ば

く
ち奕

に
負
け
て
俄
出
家
し
た
者
と
新し

ん
ぼ
ち

発
意
の
ご
ま
か
し

ぶ
り
を
描
く
。
堂
守
に
な
っ
た
二
人
は
、
御
経
が
読
め
な
い
の
で
、
小
歌
を
さ

も
お
経
ら
し
く
節
を
付
け
て
謡
い
、
踊
り
念
仏
に
な
っ
て
在
所
の
人
々
が
踊
り

興
じ
て
い
る
す
き
に
施
物
を
取
っ
て
逃
げ
る
と
い
う
も
の
。

こ
の
狂
言
の
小
歌
の
解
釈
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。

私
は
以
前
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
注
４
）
。

狂言における関西訛せりふ考
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（
六
）

（
七
）

こ
の
心
得
が
ほ
ぼ
忠
実
に
守
ら
れ
て
き
た
と
、
結
果
的
に
は
言
え
る
の
だ
ろ

う
。
実
際
、
江
戸
時
代
前
期
の
狂
言
師
、
大
蔵
流
宗
家
虎
明
も
、
そ
の
著
『
わ

ら
ん
べ
草
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

猶
以
て
言
葉
を
改
め
吟
味
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
も
耳
に
さ
は
ら
ず
卑
し

か
ら
ざ
る
様
に
嗜
む
べ
き
事
肝
要
也
（
二
十
段
）
（
注
12
）

虎
明
の
気
持
ち
に
、
鷺
流
や
歌
舞
伎
の
卑
俗
的
演
技
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と

は
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
割
り
引
い
て
も
注
目
に

値
す
る
言
葉
で
あ
る
。
狂
言
の
せ
り
ふ
表
現
に
お
い
て
、
俗
語
を
否
定
す
る
意

識
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
狂
言
師
自
身
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

蜂
矢
清
人
前
掲
書
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

狂
言
で
は
当
代
語
と
し
て
訛
語
の
類
も
い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

（
中
略
）
俗
語
と
は
い
っ
て
も
か
な
り
折
目
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。
少
な
く
と
も
虎
明
本
の
段
階
で
は
、
こ
と
ば
の
選
択
に
関
し
て
き
び

し
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。

六
、
狂
言
語
彙
に
見
ら
れ
る
関
西
方
言

前
節
で
は
関
西
訛
を
反
映
し
た
言
葉
、
つ
ま
り
発
音
の
問
題
に
限
定
し
て
抽

出
し
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
関
西
方
言
特
有
の
語
彙
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
拡

げ
る
と
、
あ
る
程
度
の
数
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
も
広
く
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ

る
（
注
13
）
。

「
外
聞
」
…
①
世
間
の
聞
こ
え
。
評
判
。
②
面
目
、
名
誉
。

「
舁
く
」
…
か
つ
ぐ
。
か
か
え
あ
げ
る
。

「
仰
山
」
…
お
お
げ
さ
。
お
お
ぎ
ょ
う
。

「
こ
す
い
」
…
す
ば
し
こ
い
（
山
口
方
言
）

＊
「
馬
口
労
」
の
用
例
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
関
西
方
言
の
「
ず
る

い
」
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
。

「
し
ん
ど
」
…
く
た
び
れ
る
こ
と
。

「
た
ん
と
」
…
た
く
さ
ん
。
大
変
。
大
い
に
。

「
堪
能
」
…
満
足
。

＊
現
代
の
関
西
方
言
で
は
「
た
ん
の
す
る
」
と
短
く
発
音
さ
れ
る
地
域

も
あ
る
。

「
て
っ
き
り
と
」
…
必
ず
。
確
か
に
。

＊
現
代
で
は
「
て
っ
き
り
」
の
形
で
「
き
っ
と
」
の
意
。

「
ど
ず
く
」
…
打
つ
。
な
ぐ
る
。

＊
現
代
関
西
方
言
で
は
「
ど
つ
く
」
と
発
音
さ
れ
る
。

「
直
す
」
…
し
ま
う
。
納
め
る
。

「
な
ん
ぼ
う
」
…
い
か
ほ
ど
。
全
く
。

＊
現
代
は
「
な
ん
ぼ
」
と
短
く
発
音
さ
れ
る
。

「
な
ん
ぼ
う
で
も
」
…
ど
う
し
て
も
。

＊
前
項
に
同
じ
。

「
ぬ
か
す
」
…
「
言
う
」
の
罵
語
。

「
ね
ぶ
る
」
…
な
め
る
。

「
は
つ
る
」
…
少
し
削
る
。

「
ほ
う
か
す
」
…
す
て
る
。

＊
現
代
は
「
ほ
か
す
」
と
発
音
す
る
。

「
ま
め
」
…
①
勤
勉
な
こ
と
。
②
息
災
な
こ
と
。
健
全
な
こ
と
。

「
も
っ
け
」
…
思
い
が
け
な
い
こ
と
。

川
久
編
『
狂
言
集
』
）　

こ
れ
ら
の
用
例
に
よ
っ
て
、
「
さ
し
た
」
を
「
さ
い
た
」
と
発
音
す
る
こ
と

は
、
狂
言
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
通
常
の
こ
と
と
判
断
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
「
済
ま
し
て
」
を
「
済
ま
い
て
」
（
「
清
水
」
な
ど
）
、
「
で

か
し
た
」
を
「
で
か
い
た
」
（
「
墨
塗
」
な
ど
）
、
「
こ
か
し
て
」
を
「
こ
か

い
て
」
（
「
真
奪
」
な
ど
）
と
発
音
す
る
の
も
同
類
の
音
便
で
あ
る
。

で
は
、
「
あ
れ
見
さ
い
た
い
よ
。
こ
れ
見
さ
い
た
い
よ
」
の
「
さ
い
た
」
は

「
さ
し
た
」
の
解
釈
で
ま
ち
が
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
だ
確
定

と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
原
形
が
『
天
理
本
』
の
「
あ
れ
見
さ
い
た
よ
の
」

で
あ
る
な
ら
、
や
は
り
こ
の
解
釈
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

五
、
関
西
訛
の
狂
言
語
彙

古
川
久
編
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
語
彙
の

中
か
ら
、
明
ら
か
に
関
西
方
言
的
な
訛
（
発
音
）
を
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
も
の
を
拾
い
出
し
て
み
る
。
（
注
６
）

「
い
ご
か
す
」
…
「
動
か
す
」
の
訛
。

「
い
ろ
ふ
」
…
さ
ぐ
る
。
さ
わ
る
。
「
い
ら
う
」
の
訛
。

「
か
や
す
」
…
「
返
す
」
の
訛
。

「
そ
な
い
な
」
…
そ
ん
な
。
そ
の
よ
う
な
。
『
狂
言
辞
典
』
は
「
『
そ
の
い

な
』
の
転
」
と
し
て
い
る
。

「
と
う
か
ら
」
…
「
疾
く
か
ら
」
の
音
便
的
訛
。

「
と
り
や
い
」
…
「
取
り
合
い
」
の
訛
。

「
よ
う
」
…
「
良
く
」
の
音
便
的
訛
。

私
な
り
の
判
断
基
準
で
は
あ
る
が
、
拾
い
出
せ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
程
度

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
な
狂
言
の
生
成
と
展
開
の
背
景
を
考
え
る
な
ら
、
こ
れ

は
思
い
の
ほ
か
の
少
な
さ
で
あ
る
と
言
う
ほ
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
狂
言
が
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
室
町
時
代
の
関
西
訛
の

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
（
注
７
）
、
江
戸
時
代
を
経
て
現
代
ま
で
上
演
さ
れ
続

け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
関
西
方
言
に
近
い
訛
が
も
っ
と
あ
っ
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。

亀
井
孝
「
狂
言
の
こ
と
ば
」
（
注
８
）
に
よ
れ
ば
、
「
狂
言
記
は
明
ら
か
に

種
々
の
点
で
江
戸
時
代
に
勢
力
を
得
た
言
語
的
改
新
の
著
し
い
影
響
を
受
け
て

い
る
」
と
い
う
。
古
川
久
「
狂
言
用
語
考
」
（
注
９
）
も
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の

「
狂
言
は
、
大
和
詞
、
世
話
に
云
付
た
る
こ
と
葉
、
国
き
や
う
だ
ん
も
あ
る
べ

し
」
を
引
用
し
て
、
「
当
代
語
や
人
工
語
も
認
め
ら
れ
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
小
山
弘
志
「
狂
言
の
言
葉
」
（
注
10
）
も
、
「
狂
言
の
言
葉
が

室
町
末
期
の
口
語
を
そ
の
ま
ゝ
保
存
し
て
ゐ
ず
、
多
分
に
江
戸
初
期
の
口
語
を

含
ん
で
い
る
こ
と
は
既
に
定
説
」
だ
と
明
解
に
断
定
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
定
的
な
こ
と
は
後

考
を
待
ち
た
い
が
、
ど
う
や
ら
俗
語
的
訛
は
あ
ま
り
取
り
入
れ
ず
に
伝
承
し
て

き
た
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貴
族
趣
味
的
な
能
と
併
演
さ
れ
る
こ

と
や
貴
族
社
会
・
武
士
階
級
が
上
演
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
狂
言
に
お
い
て
俗
語
的
な
言
い
回
し
を
拒
否
す
る
傾
向
は
あ
る
と

見
て
よ
い
。
そ
の
心
得
は
、
す
で
に
世
阿
弥
の
『
習
道
書
』
に
も
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。

返
々
、
を
か
し
な
れ
ば
と
て
、
さ
の
み
に
卑
し
き
言
葉
・
風
体
、
ゆ
め

く
あ
る
べ
か
ら
ず
。
心
得
べ
し
。
（
注
11
）

狂言における関西訛せりふ考
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（
六
）

（
七
）

こ
の
心
得
が
ほ
ぼ
忠
実
に
守
ら
れ
て
き
た
と
、
結
果
的
に
は
言
え
る
の
だ
ろ

う
。
実
際
、
江
戸
時
代
前
期
の
狂
言
師
、
大
蔵
流
宗
家
虎
明
も
、
そ
の
著
『
わ

ら
ん
べ
草
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

猶
以
て
言
葉
を
改
め
吟
味
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
も
耳
に
さ
は
ら
ず
卑
し

か
ら
ざ
る
様
に
嗜
む
べ
き
事
肝
要
也
（
二
十
段
）
（
注
12
）

虎
明
の
気
持
ち
に
、
鷺
流
や
歌
舞
伎
の
卑
俗
的
演
技
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と

は
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
割
り
引
い
て
も
注
目
に

値
す
る
言
葉
で
あ
る
。
狂
言
の
せ
り
ふ
表
現
に
お
い
て
、
俗
語
を
否
定
す
る
意

識
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
狂
言
師
自
身
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

蜂
矢
清
人
前
掲
書
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

狂
言
で
は
当
代
語
と
し
て
訛
語
の
類
も
い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

（
中
略
）
俗
語
と
は
い
っ
て
も
か
な
り
折
目
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。
少
な
く
と
も
虎
明
本
の
段
階
で
は
、
こ
と
ば
の
選
択
に
関
し
て
き
び

し
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。

六
、
狂
言
語
彙
に
見
ら
れ
る
関
西
方
言

前
節
で
は
関
西
訛
を
反
映
し
た
言
葉
、
つ
ま
り
発
音
の
問
題
に
限
定
し
て
抽

出
し
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
関
西
方
言
特
有
の
語
彙
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
拡

げ
る
と
、
あ
る
程
度
の
数
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
も
広
く
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ

る
（
注
13
）
。

「
外
聞
」
…
①
世
間
の
聞
こ
え
。
評
判
。
②
面
目
、
名
誉
。

「
舁
く
」
…
か
つ
ぐ
。
か
か
え
あ
げ
る
。

「
仰
山
」
…
お
お
げ
さ
。
お
お
ぎ
ょ
う
。

「
こ
す
い
」
…
す
ば
し
こ
い
（
山
口
方
言
）

＊
「
馬
口
労
」
の
用
例
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
関
西
方
言
の
「
ず
る

い
」
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
。

「
し
ん
ど
」
…
く
た
び
れ
る
こ
と
。

「
た
ん
と
」
…
た
く
さ
ん
。
大
変
。
大
い
に
。

「
堪
能
」
…
満
足
。

＊
現
代
の
関
西
方
言
で
は
「
た
ん
の
す
る
」
と
短
く
発
音
さ
れ
る
地
域

も
あ
る
。

「
て
っ
き
り
と
」
…
必
ず
。
確
か
に
。

＊
現
代
で
は
「
て
っ
き
り
」
の
形
で
「
き
っ
と
」
の
意
。

「
ど
ず
く
」
…
打
つ
。
な
ぐ
る
。

＊
現
代
関
西
方
言
で
は
「
ど
つ
く
」
と
発
音
さ
れ
る
。

「
直
す
」
…
し
ま
う
。
納
め
る
。

「
な
ん
ぼ
う
」
…
い
か
ほ
ど
。
全
く
。

＊
現
代
は
「
な
ん
ぼ
」
と
短
く
発
音
さ
れ
る
。

「
な
ん
ぼ
う
で
も
」
…
ど
う
し
て
も
。

＊
前
項
に
同
じ
。

「
ぬ
か
す
」
…
「
言
う
」
の
罵
語
。

「
ね
ぶ
る
」
…
な
め
る
。

「
は
つ
る
」
…
少
し
削
る
。

「
ほ
う
か
す
」
…
す
て
る
。

＊
現
代
は
「
ほ
か
す
」
と
発
音
す
る
。

「
ま
め
」
…
①
勤
勉
な
こ
と
。
②
息
災
な
こ
と
。
健
全
な
こ
と
。

「
も
っ
け
」
…
思
い
が
け
な
い
こ
と
。

川
久
編
『
狂
言
集
』
）　

こ
れ
ら
の
用
例
に
よ
っ
て
、
「
さ
し
た
」
を
「
さ
い
た
」
と
発
音
す
る
こ
と

は
、
狂
言
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
通
常
の
こ
と
と
判
断
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
「
済
ま
し
て
」
を
「
済
ま
い
て
」
（
「
清
水
」
な
ど
）
、
「
で

か
し
た
」
を
「
で
か
い
た
」
（
「
墨
塗
」
な
ど
）
、
「
こ
か
し
て
」
を
「
こ
か

い
て
」
（
「
真
奪
」
な
ど
）
と
発
音
す
る
の
も
同
類
の
音
便
で
あ
る
。

で
は
、
「
あ
れ
見
さ
い
た
い
よ
。
こ
れ
見
さ
い
た
い
よ
」
の
「
さ
い
た
」
は

「
さ
し
た
」
の
解
釈
で
ま
ち
が
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
だ
確
定

と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
原
形
が
『
天
理
本
』
の
「
あ
れ
見
さ
い
た
よ
の
」

で
あ
る
な
ら
、
や
は
り
こ
の
解
釈
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

五
、
関
西
訛
の
狂
言
語
彙

古
川
久
編
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
語
彙
の

中
か
ら
、
明
ら
か
に
関
西
方
言
的
な
訛
（
発
音
）
を
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
も
の
を
拾
い
出
し
て
み
る
。
（
注
６
）

「
い
ご
か
す
」
…
「
動
か
す
」
の
訛
。

「
い
ろ
ふ
」
…
さ
ぐ
る
。
さ
わ
る
。
「
い
ら
う
」
の
訛
。

「
か
や
す
」
…
「
返
す
」
の
訛
。

「
そ
な
い
な
」
…
そ
ん
な
。
そ
の
よ
う
な
。
『
狂
言
辞
典
』
は
「
『
そ
の
い

な
』
の
転
」
と
し
て
い
る
。

「
と
う
か
ら
」
…
「
疾
く
か
ら
」
の
音
便
的
訛
。

「
と
り
や
い
」
…
「
取
り
合
い
」
の
訛
。

「
よ
う
」
…
「
良
く
」
の
音
便
的
訛
。

私
な
り
の
判
断
基
準
で
は
あ
る
が
、
拾
い
出
せ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
程
度

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
な
狂
言
の
生
成
と
展
開
の
背
景
を
考
え
る
な
ら
、
こ
れ

は
思
い
の
ほ
か
の
少
な
さ
で
あ
る
と
言
う
ほ
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
狂
言
が
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
室
町
時
代
の
関
西
訛
の

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
（
注
７
）
、
江
戸
時
代
を
経
て
現
代
ま
で
上
演
さ
れ
続

け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
関
西
方
言
に
近
い
訛
が
も
っ
と
あ
っ
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。

亀
井
孝
「
狂
言
の
こ
と
ば
」
（
注
８
）
に
よ
れ
ば
、
「
狂
言
記
は
明
ら
か
に

種
々
の
点
で
江
戸
時
代
に
勢
力
を
得
た
言
語
的
改
新
の
著
し
い
影
響
を
受
け
て

い
る
」
と
い
う
。
古
川
久
「
狂
言
用
語
考
」
（
注
９
）
も
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の

「
狂
言
は
、
大
和
詞
、
世
話
に
云
付
た
る
こ
と
葉
、
国
き
や
う
だ
ん
も
あ
る
べ

し
」
を
引
用
し
て
、
「
当
代
語
や
人
工
語
も
認
め
ら
れ
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
小
山
弘
志
「
狂
言
の
言
葉
」
（
注
10
）
も
、
「
狂
言
の
言
葉
が

室
町
末
期
の
口
語
を
そ
の
ま
ゝ
保
存
し
て
ゐ
ず
、
多
分
に
江
戸
初
期
の
口
語
を

含
ん
で
い
る
こ
と
は
既
に
定
説
」
だ
と
明
解
に
断
定
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
定
的
な
こ
と
は
後

考
を
待
ち
た
い
が
、
ど
う
や
ら
俗
語
的
訛
は
あ
ま
り
取
り
入
れ
ず
に
伝
承
し
て

き
た
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貴
族
趣
味
的
な
能
と
併
演
さ
れ
る
こ

と
や
貴
族
社
会
・
武
士
階
級
が
上
演
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
狂
言
に
お
い
て
俗
語
的
な
言
い
回
し
を
拒
否
す
る
傾
向
は
あ
る
と

見
て
よ
い
。
そ
の
心
得
は
、
す
で
に
世
阿
弥
の
『
習
道
書
』
に
も
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。

返
々
、
を
か
し
な
れ
ば
と
て
、
さ
の
み
に
卑
し
き
言
葉
・
風
体
、
ゆ
め

く
あ
る
べ
か
ら
ず
。
心
得
べ
し
。
（
注
11
）

狂言における関西訛せりふ考
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（
八
）

（
九
）

い
。私

は
国
語
学
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
方
法
論
と
し
て
の
論
述
の
仕
方
が

正
統
で
な
い
と
思
う
。
そ
の
道
の
ご
教
示
を
請
い
た
い
。
ま
た
、
私
の
生
育
地

の
方
言
を
基
に
し
て
分
析
・
考
察
し
た
部
分
が
あ
る
う
え
に
、
私
の
個
人
的
な

判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
客
観
性
を
欠
く
そ
し
り
も
免
れ
な
い
。

す
べ
て
後
日
の
補
説
に
委
ね
た
い
と
思
う
。

「
や
い
と
」
…
灸
。

「
や
や
」
…
娘
の
通
称
。

＊
現
代
で
は
「
赤
児
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。

（
語
釈
は
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
よ
る
。
＊
印
の
コ
メ
ン
ト
は
林
の
私

見
。
以
下
、
同
様
。
）

こ
の
ほ
か
、
現
代
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
言
葉
で
も
、
ま
だ
丹
波

地
方
（
兵
庫
県
篠
山
市
な
ど
）
に
は
残
っ
て
い
る
言
葉
（
と
く
に
古
老
の
用
い

る
言
葉
）
と
共
通
す
る
も
の
ま
で
含
む
な
ら
、
次
の
語
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
（
注
14
）
。

「
い
っ
か
ど
」
…
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
て
い
る
さ
ま
。
格
別
。
相
当
。

「
じ
ょ
う
（
尉
）
」
…
老
翁
の
白
髪
を
炭
の
白
灰
に
よ
そ
え
た
語
。

＊
燃
え
尽
き
て
白
く
な
っ
た
炭
を
言
う
。

「
け
な
り
い
」
…
う
ら
や
ま
し
い
。
け
な
る
い
。

「
じ
げ
（
治
下
・
地
下
）
」
…
管
轄
内
の
村
里
。
部
落
。

「
せ
ん
ぐ
り
」
…
だ
ん
だ
ん
。
つ
ぎ
つ
ぎ
。

「
そ
ば
ゆ
る
」
…
ふ
ざ
け
る
。
ざ
れ
る
。

＊
現
代
は
「
そ
ば
え
る
」
と
発
音
す
る
。

「
だ
ん
な
い
」
…
か
ま
わ
ぬ
。
さ
し
つ
か
え
な
い
。

「
つ
い
し
ょ
う
（
追
従
）
」
…
こ
び
る
こ
と
。
お
も
ね
る
こ
と
。

＊
丹
波
方
言
で
は
「
お
世
辞
」
程
度
の
意
。
「
お
つ
い
し
ょ
」
と
延
ば

さ
な
い
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
て
ん
と
」
…
と
ん
と
。
全
く
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
狂
言
の
せ
り
ふ
に
は
関
西
方
言
が
反
映
し
て
い

る
こ
と
が
歴
然
と
な
る
。
狂
言
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
に
、
近
代
の
関
西
方

言
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
狂
言
の
歴
史
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
逆
に
そ
れ
に

し
て
は
少
な
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ

た
膨
大
な
数
の
言
葉
の
中
で
、
わ
ず
か
に
こ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ほ
ん
ま
・
お
お
き
に
・
…
で
っ
せ
・
…
し
や
は
る
・
…
よ
っ
て

に
・
せ
や
な
あ
・
そ
う
や
」
と
い
う
よ
う
な
、
典
型
的
な
関
西
方
言
が
見
ら
れ

な
い
の
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
訛
の
問
題
と
同
様
、
俗
語
レ
ベ
ル
の
言
葉
は
、
狂
言
に
は
あ
ま

り
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
典
型
的
な
関
西
的
言
い
回
し
が
江
戸
中
期
以
降
に
新
し
く

生
じ
た
語
彙
・
語
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
た
ぐ
い
を
正
統
派
の
狂
言
が

取
り
入
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
と
す
る
蜂
矢
清
人
前
掲
書
の
分
析

と
、
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

七
、
む
す
び

関
西
（
篠
山
市
、
通
称
「
丹
波
篠
山
」
）
生
ま
れ
、
関
西
育
ち
の
私
に
と
っ

て
、
「
末
広
か
り
」
の
「
絵
」
と
「
柄
」
の
使
い
分
け
な
ど
、
狂
言
の
せ
り
ふ

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
早
く
に
気
付
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

関
西
人
に
と
っ
て
常
識
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
新
し
く
論
じ
る
ま
で
も

な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
関
西
圏
以
外
の
方
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
常
識
で
は
な
い
ら

し
い
こ
と
に
、
最
近
気
付
か
さ
れ
た
。
こ
と
に
、
そ
れ
が
狂
言
の
笑
い
の
意
図

や
演
出
に
ま
で
関
わ
り
、
さ
ら
に
他
の
問
題
も
気
に
な
り
は
じ
め
て
、
こ
の
よ

う
な
形
に
考
察
を
ま
と
め
て
は
み
た
。
し
か
し
、
ま
だ
試
論
の
域
を
出
て
い
な

狂言における関西訛せりふ考

注（
１
）
茂
山
家
内
弟
子
の
島
田
洋
海
氏
を
通
じ
て
、
千
作
師
ご
本
人
に
確
認
し
て
い
た
だ
い

た
。
後
述
の
「
鐘
の
音
」
の
「
値
」
と
「
音
」
の
発
音
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
２
）
北
川
忠
彦
・
安
田
章
校
注
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
（
小
学
館
・
昭
和

47
）
に
よ
る
。
茂
山
千
五
郎
家
の
台
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

（
３
）
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
著
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
（
表
現
社
・
昭
和
48
）

の
翻
刻
に
よ
る
。

（
４
）
拙
稿
「
狂
言
に
お
け
る
傘
の
意
味
」
（
『
名
古
屋
女
子
大
学
紀
要
』
第
四
十
七
号
、

人
文
・
社
会
編
、
平
成
13
）

（
５
）
古
川
久
編
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
（
東
京
堂
出
版
・
昭
和
38
）
に
立
項
さ
れ
て
い

る
語
に
基
づ
く
。
用
例
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
６
）
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
語
に
基
づ
く
。

（
７
）
宣
教
師
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』
（
慶
長
九
〜
十
三
年
刊
）
に
は

都
の
言
葉
と
東
国
の
言
葉
の
著
し
い
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
蜂
矢
前
掲
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
都
の
訛
が
判
明
す
る
。

（
８
）
野
上
豊
一
郎
編
『
能
楽
全
書
』
第
五
巻
（
創
元
社
・
昭
和
19
）
所
収
。

（
９
）
古
川
久
『
狂
言
の
研
究
』
（
福
村
出
版
・
昭
和
23
）
所
収
。

（
10
）
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
百
十
二
号
（
昭
和
25
・
４
）
所
収
。

（
11
）
引
用
は
、
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
、
日
本
思
想
大
系
24
『
世
阿
弥　

禅
竹
』
（
岩
波

書
店
・
昭
和
49
）
に
よ
る
。

（
12
）
引
用
は
、
林
屋
辰
三
郎
校
注
、
日
本
思
想
大
系
23
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
（
岩
波
書

店
・
昭
和
48
）
に
よ
る
。

（
13
）
注
６
に
同
じ
。

（
14
）
同
右
。
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（
八
）

（
九
）

い
。私

は
国
語
学
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
方
法
論
と
し
て
の
論
述
の
仕
方
が

正
統
で
な
い
と
思
う
。
そ
の
道
の
ご
教
示
を
請
い
た
い
。
ま
た
、
私
の
生
育
地

の
方
言
を
基
に
し
て
分
析
・
考
察
し
た
部
分
が
あ
る
う
え
に
、
私
の
個
人
的
な

判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
客
観
性
を
欠
く
そ
し
り
も
免
れ
な
い
。

す
べ
て
後
日
の
補
説
に
委
ね
た
い
と
思
う
。

「
や
い
と
」
…
灸
。

「
や
や
」
…
娘
の
通
称
。

＊
現
代
で
は
「
赤
児
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。

（
語
釈
は
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
よ
る
。
＊
印
の
コ
メ
ン
ト
は
林
の
私

見
。
以
下
、
同
様
。
）

こ
の
ほ
か
、
現
代
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
言
葉
で
も
、
ま
だ
丹
波

地
方
（
兵
庫
県
篠
山
市
な
ど
）
に
は
残
っ
て
い
る
言
葉
（
と
く
に
古
老
の
用
い

る
言
葉
）
と
共
通
す
る
も
の
ま
で
含
む
な
ら
、
次
の
語
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
（
注
14
）
。

「
い
っ
か
ど
」
…
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
て
い
る
さ
ま
。
格
別
。
相
当
。

「
じ
ょ
う
（
尉
）
」
…
老
翁
の
白
髪
を
炭
の
白
灰
に
よ
そ
え
た
語
。

＊
燃
え
尽
き
て
白
く
な
っ
た
炭
を
言
う
。

「
け
な
り
い
」
…
う
ら
や
ま
し
い
。
け
な
る
い
。

「
じ
げ
（
治
下
・
地
下
）
」
…
管
轄
内
の
村
里
。
部
落
。

「
せ
ん
ぐ
り
」
…
だ
ん
だ
ん
。
つ
ぎ
つ
ぎ
。

「
そ
ば
ゆ
る
」
…
ふ
ざ
け
る
。
ざ
れ
る
。

＊
現
代
は
「
そ
ば
え
る
」
と
発
音
す
る
。

「
だ
ん
な
い
」
…
か
ま
わ
ぬ
。
さ
し
つ
か
え
な
い
。

「
つ
い
し
ょ
う
（
追
従
）
」
…
こ
び
る
こ
と
。
お
も
ね
る
こ
と
。

＊
丹
波
方
言
で
は
「
お
世
辞
」
程
度
の
意
。
「
お
つ
い
し
ょ
」
と
延
ば

さ
な
い
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
て
ん
と
」
…
と
ん
と
。
全
く
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
狂
言
の
せ
り
ふ
に
は
関
西
方
言
が
反
映
し
て
い

る
こ
と
が
歴
然
と
な
る
。
狂
言
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
に
、
近
代
の
関
西
方

言
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
狂
言
の
歴
史
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
逆
に
そ
れ
に

し
て
は
少
な
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ

た
膨
大
な
数
の
言
葉
の
中
で
、
わ
ず
か
に
こ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ほ
ん
ま
・
お
お
き
に
・
…
で
っ
せ
・
…
し
や
は
る
・
…
よ
っ
て

に
・
せ
や
な
あ
・
そ
う
や
」
と
い
う
よ
う
な
、
典
型
的
な
関
西
方
言
が
見
ら
れ

な
い
の
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
訛
の
問
題
と
同
様
、
俗
語
レ
ベ
ル
の
言
葉
は
、
狂
言
に
は
あ
ま

り
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
典
型
的
な
関
西
的
言
い
回
し
が
江
戸
中
期
以
降
に
新
し
く

生
じ
た
語
彙
・
語
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
た
ぐ
い
を
正
統
派
の
狂
言
が

取
り
入
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
と
す
る
蜂
矢
清
人
前
掲
書
の
分
析

と
、
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

七
、
む
す
び

関
西
（
篠
山
市
、
通
称
「
丹
波
篠
山
」
）
生
ま
れ
、
関
西
育
ち
の
私
に
と
っ

て
、
「
末
広
か
り
」
の
「
絵
」
と
「
柄
」
の
使
い
分
け
な
ど
、
狂
言
の
せ
り
ふ

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
早
く
に
気
付
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

関
西
人
に
と
っ
て
常
識
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
新
し
く
論
じ
る
ま
で
も

な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
関
西
圏
以
外
の
方
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
常
識
で
は
な
い
ら

し
い
こ
と
に
、
最
近
気
付
か
さ
れ
た
。
こ
と
に
、
そ
れ
が
狂
言
の
笑
い
の
意
図

や
演
出
に
ま
で
関
わ
り
、
さ
ら
に
他
の
問
題
も
気
に
な
り
は
じ
め
て
、
こ
の
よ

う
な
形
に
考
察
を
ま
と
め
て
は
み
た
。
し
か
し
、
ま
だ
試
論
の
域
を
出
て
い
な

狂言における関西訛せりふ考

注（
１
）
茂
山
家
内
弟
子
の
島
田
洋
海
氏
を
通
じ
て
、
千
作
師
ご
本
人
に
確
認
し
て
い
た
だ
い

た
。
後
述
の
「
鐘
の
音
」
の
「
値
」
と
「
音
」
の
発
音
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
２
）
北
川
忠
彦
・
安
田
章
校
注
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
（
小
学
館
・
昭
和

47
）
に
よ
る
。
茂
山
千
五
郎
家
の
台
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

（
３
）
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
著
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
（
表
現
社
・
昭
和
48
）

の
翻
刻
に
よ
る
。

（
４
）
拙
稿
「
狂
言
に
お
け
る
傘
の
意
味
」
（
『
名
古
屋
女
子
大
学
紀
要
』
第
四
十
七
号
、

人
文
・
社
会
編
、
平
成
13
）

（
５
）
古
川
久
編
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
（
東
京
堂
出
版
・
昭
和
38
）
に
立
項
さ
れ
て
い

る
語
に
基
づ
く
。
用
例
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
６
）
『
狂
言
辞
典
―
語
彙
編
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
語
に
基
づ
く
。

（
７
）
宣
教
師
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』
（
慶
長
九
〜
十
三
年
刊
）
に
は

都
の
言
葉
と
東
国
の
言
葉
の
著
し
い
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
蜂
矢
前
掲
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
都
の
訛
が
判
明
す
る
。

（
８
）
野
上
豊
一
郎
編
『
能
楽
全
書
』
第
五
巻
（
創
元
社
・
昭
和
19
）
所
収
。

（
９
）
古
川
久
『
狂
言
の
研
究
』
（
福
村
出
版
・
昭
和
23
）
所
収
。

（
10
）
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
百
十
二
号
（
昭
和
25
・
４
）
所
収
。

（
11
）
引
用
は
、
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
、
日
本
思
想
大
系
24
『
世
阿
弥　

禅
竹
』
（
岩
波

書
店
・
昭
和
49
）
に
よ
る
。

（
12
）
引
用
は
、
林
屋
辰
三
郎
校
注
、
日
本
思
想
大
系
23
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
（
岩
波
書

店
・
昭
和
48
）
に
よ
る
。

（
13
）
注
６
に
同
じ
。

（
14
）
同
右
。


