
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
底
し
Ｖ
の
方
法

一
四

小
名
廷
言
に
春
け
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

磧禾

田
　
　
秀
　
　
雄

は
じ
め

に

　
婆
言
の
代
表
的
人
物
た
る
太
郎
冠
者
を
シ
テ
と
す
る
曲
は
、
小
名
婆
言
（
ま

た
は
太
郎
冠
者
物
）
の
名
で
呼
ぱ
れ
、
そ
の
数
は
五
十
番
近
く
に
も
達
す
る
。

こ
れ
は
婆
言
の
曲
目
分
類
項
目
の
内
で
は
最
大
の
曲
数
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
名

狂
言
や
葺
狂
言
等
に
登
場
す
る
場
合
を
加
え
れ
ぱ
、
ま
さ
に
太
郎
冠
者
の
存
在

は
婆
言
の
世
界
を
半
ぱ
覆
い
つ
く
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
こ
の
多
様
な
冠
者
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
成
瀬
無
極
氏
の
論
を
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

め
と
し
て
北
川
忠
彦
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
の
見
解
が
あ
り
、
一
方
小
名
婆
言
の
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
や
展
開
に
関
し
て
も
大
名
婆
言
を
も
併
せ
て
考
察
さ
れ
た
太
田
次
男
氏
・
橋

　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
朝
生
氏
の
論
考
た
ど
、
種
々
の
卓
見
が
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
双
方
の
論
は

必
ず
し
も
有
機
的
に
は
結
び
付
か
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
太

郎
冠
者
は
婆
言
と
い
う
劇
の
中
で
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
活
躍
す
る
人
物
で
あ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
限
り
、
そ
の
性
格
た
る
も
の
は
、
彼
が
一
体
劇
中
で
い
か
な
る
行
動
を
為
す

の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
劇
を
展
開
さ
せ
る
力
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
と
い
っ

た
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
、
従
っ
て
狂
言
の
中
の
太
郎
冠
者
の
役
割
・
機
能
の
分
析
を
通
じ
て
、

小
名
狂
言
の
構
想
・
構
造
の
間
題
に
も
説
き
及
惇
う
と
す
る
試
み
を
も
っ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

そ
の
際
、
中
世
狂
言
の
面
影
を
伝
え
る
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
と
称
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
）
及
び
三
流
（
大
蔵
・
鷺
・
和
泉
）
の
古
台
本
を
基
に
し
、
冠
者
の
弄
す
る

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

言
葉
の
詐
術
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
、
考
察
を
進
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
狂
言
の
性
格
の
一
つ
に
演
戯
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
の
中
で
、
あ
る

人
物
（
主
に
シ
テ
）
が
多
分
に
独
立
性
の
強
い
演
戯
（
語
り
・
舞
・
謡
・
麟
子

物
等
）
を
担
う
場
合
に
、
そ
れ
が
と
も
す
れ
ぱ
劇
の
進
行
か
ら
遊
離
す
る
ほ
ど



の
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
ら
の
演
戯
は

た
だ
漫
然
と
一
曲
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
や
そ
の
狂

言
の
展
開
の
上
で
必
然
の
位
置
付
げ
が
な
さ
れ
、
固
有
の
機
能
を
備
え
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
の
担
う
演
戯
も
ま
た
例
外
で
は
た
い
。
ま
ず
、
故
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

の
引
用
で
あ
る
語
り
を
含
む
小
名
狂
言
の
中
か
ら
「
柑
子
」
を
取
り
上
げ
て
み

た
い
。

　
「
柑
子
」
は
小
品
な
が
ら
、
天
正
本
以
来
近
世
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
諦
流

で
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
天
正
本
を
中
心
に
展
開
を
た
ど
り
っ
つ
、
検
討
し
て
み

よ
う
。
主
人
（
大
名
）
は
太
郎
冠
者
に
昨
目
預
げ
た
三
つ
成
り
の
柑
子
を
出
せ

と
催
促
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
冠
者
は
預
か
ら
ぬ
と
言
い
張
る
。
実
は
彼
は
柑

子
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
後
の
留
め
の
セ
リ
フ
に
ょ
っ
て
判
明
す
る
）
。

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
失
敗
の
自
覚
（
認
知
）
か
ら
冠
者
の
苦
心
の
言
い
わ
げ
が
始
ま
る
。
主
へ

渡
さ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
柑
子
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
不
当
な
行
い
を
い

か
に
理
由
付
げ
、
言
い
抜
げ
よ
う
と
す
る
か
が
当
面
の
彼
の
言
動
の
動
機
付
げ

と
な
る
。

　
冠
者
の
言
い
抜
け
の
手
段
は
三
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
っ
の
作

り
バ
ナ
シ
と
一
っ
の
語
り
で
あ
る
。
ま
ず
一
っ
目
の
柑
子
に
っ
い
て
、
長
刀
の

鍔
元
に
括
り
っ
け
て
門
を
出
る
時
、
冠
木
に
１
当
た
っ
て
落
ち
、
化
げ
物
に
た
っ

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

て
「
好
事
（
柑
子
を
掛
け
る
）
門
を
出
で
ず
」
と
物
を
言
う
の
で
呼
び
止
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

が
虚
空
に
失
せ
た
と
言
う
。
天
理
本
・
虎
明
本
・
保
教
本
で
は
、
ほ
ぞ
が
抜
け

　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

て
転
が
っ
て
い
っ
た
の
で
拾
い
上
げ
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
　
「
好
事
門

を
出
で
ず
」
の
諺
が
引
か
れ
る
こ
と
は
同
じ
。
好
事
　
柑
子
の
秀
句
は
諾
台
本

と
も
共
通
し
て
い
る
。
二
つ
目
の
柑
子
に
つ
い
て
は
各
台
本
と
も
極
め
て
簡
潔

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
懐
中
で
潰
れ
た
の
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
（
天
正
本
で
は
食

べ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
残
る
三
っ
目
の
柑
子
に
つ
い
て
の
言
い
わ
げ
の
方
法
で
あ
り
、

こ
こ
に
冠
者
に
、
よ
る
語
り
が
挿
入
さ
れ
る
。
　
『
平
家
物
語
』
に
よ
っ
て
ま
た
能

「
俊
寛
」
等
に
脚
色
さ
れ
て
周
知
の
硫
黄
島
（
鬼
界
が
島
と
も
）
の
流
人
の
こ

と
を
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
柑
子
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
失
策
の

言
い
わ
け
と
成
り
得
る
の
か
。
天
正
本
で
は
人
物
名
に
多
少
の
混
乱
が
見
ら
れ

る
の
で
、
天
理
本
（
抜
書
）
・
虎
明
本
を
対
照
さ
せ
て
示
す
。
（
傍
点
引
用
者
。

以
下
同
）

　
　
　
　
（
天
理
本
抜
書
）

ｍ
扱
も
・
平
相
国
の
御
時
・
三
人
の
流
人

　
あ
り
し
・
一
人
は
丹
波
の
少
将
成
つ
ね

　
・
平
判
官
や
す
よ
り
入
道
・
し
ゆ
ん
く

　
わ
ん
僧
都
・
か
の
い
わ
ふ
が
嶋
へ
た
が

　
さ
る
二
・
二
人
は
し
や
め
ん
あ
つ
て
・

　
し
ゆ
ん
く
わ
ん
一
人
・
き
か
い
が
し
ま

　
に
の
こ
し
お
か
る
二

　
　
　
（
虎
明
本
）

む
か
し
平
相
国
の
御
時
、
国
六
へ
た
が

させ
ら
る
二
流
人
の
あ
ま
た
有
中
に
、
い

わ
う
が
島
へ
は
三
人
な
が
さ
れ
御
申
あ

る
、
一
人
は
た
ん
ば
の
少
将
た
り
つ
ね
、

今
一
人
は
へ
い
は
ん
ぐ
わ
ん
や
す
よ
り

入
道
、
一
人
は
俊
寛
僧
都
、
是
三
人
は

い
わ
う
が
島
へ
な
が
さ
れ
給
ふ
処
に
。
、

さ
る
子
細
あ
つ
て
、
二
人
は
し
や
め
ん

あ
り
、
し
ゆ
ん
く
わ
ん
一
人
か
の
い
わ

う
し
ま
に
と
め
お
か
る
、

　
　
　
一
五



小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
方
法

以
上
が
語
り
の
主
要
部
分
で
あ
る
が

、
　
　
、
　
　
、

ぞ
ら
え
の
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
凹
亡
そ
の
こ
と
く
み
つ
あ
り
し
柑
子
が
ひ

　
　
と
つ
は
ほ
そ
ぬ
げ
ひ
と
つ
は
つ
ぶ
れ
は

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
や
太
ら
く
わ
し
や
か
ろ
く
は
ら
に
お
さ

　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
ま
り
ぬ
人
と
か
う
し
は
か
わ
れ
と
も
思

　
　
ひ
は
お
な
し
涙
か
な

保
教
本
は
天
理
本
に
大
略
同
じ
で
あ
る
。

要
約
に
す
ぎ
な
い
が
、

　
丹
波
　
　
少
　
　
将
　
　
成
　
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

、
劇
の
構
想
上
重
要
た
の
は
次
に
来
る
た

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
こ
と
く
三
つ
あ
り
し
か
う
じ
が
ハ

一
っ
は
っ
ぶ
れ
一
っ
は
ほ
ぞ
ぬ
げ
一
つ

は
の
こ
る
、
人
と
か
う
じ
は
か
は
れ
共
、

思
ひ
は
お
な
じ
な
み
だ
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
Ｄ
の
語
り
の
内
容
は
周
知
の
哀
話
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
正
本
で
は
三
人
の
流
人
の
名
を
「
東
山
の
護
生
寺
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
　
　
　
寛

「
た
ん
ぱ
の
せ
う
し
や
う
な
り
つ
ね
」
「
し
ゆ
ん
く
わ
ん
借
都
」
と
し
、
康
頼
を

欠
い
て
お
り
、
逆
に
康
頼
の
「
御
申
」
に
よ
っ
て
俊
寛
を
除
く
二
人
は
召
し
帰

さ
れ
た
と
あ
る
。
ど
こ
か
で
混
乱
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
肝
要
な

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
は
俊
寛
一
人
が
残
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
諸
台
本
を
通

じ
て
当
然
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
さ
て
、
の
の
な
ぞ
ら
え
の
部
分
こ
そ
、
本
来
柑
子
と
は
何
の
関
係
も
な
い
硫

黄
島
の
流
人
の
故
事
と
、
冠
者
が
当
面
言
い
抜
け
よ
う
と
試
み
っ
っ
あ
る
柑
子

の
行
方
と
を
強
引
に
結
合
せ
し
め
よ
う
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。
傍
点
を
付
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先

「
そ
の
こ
と
く
」
（
天
正
本
は
「
ま
ん
其
ご
と
く
」
）
な
る
語
句
は
流
人
と
柑
子

と
を
重
ね
合
わ
せ
結
び
っ
げ
る
機
能
を
果
た
し
、
本
来
結
び
っ
く
は
ず
の
な
い

事
象
を
結
合
す
る
冠
者
９
言
葉
の
詐
術
を
導
く
。
硫
黄
島
の
流
人
は
一
緒
に
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
三
人
の
う
ち
二
人
は
召
し
帰
さ
れ
、
問
を
引
き
裂
か
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
今
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

間
題
と
た
っ
て
い
る
三
っ
成
り
の
柑
子
も
二
個
ま
で
が
枝
か
ら
離
れ
、
そ
の
行

方
が
判
明
し
た
　
　
と
解
す
る
と
す
れ
ぱ
、
天
理
本
抜
書
の
の
に
お
い
て
傍
点

を
付
し
た
箇
所
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
明
白
で
あ
る
。
成
経
・
康
頼
が
都
・
六
波
羅

　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、

へ
入
っ
た
と
同
様
、
二
っ
の
柑
子
は
冠
老
の
「
ろ
く
は
ら
（
腹
を
掛
け
る
）
」

へ
納
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
巧
み
た
秀
句
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
虎
明
本
の
の
の
部
分
に
こ
の
六
波
羅
　
腹
の
秀
句
は
な
い
。
虎
明

本
は
後
に
今
一
個
の
柑
子
の
行
方
に
っ
い
て
さ
ら
に
主
か
ら
追
及
を
う
げ
、

「
そ
れ
も
太
郎
く
わ
じ
や
が
、
六
は
ら
へ
お
さ
め
て
ご
ざ
る
」
と
述
べ
、
画
龍

　
　
　
、
　
　
、

点
晴
の
落
ち
の
言
葉
た
り
得
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
に
お
け
る
語
り
の
ア

ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
機
能
か
ら
考
え
れ
ば
、
六
波
羅
－
腹
の
秀
句
は
ど
う
し
て
も
、

の
の
位
置
に
ー
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
は
ず
で
あ
る
。
保
教
本
・
婆
言
記
外
篇
な
ど

も
天
理
本
と
同
様
の
位
置
に
あ
る
。
劇
の
効
果
か
ら
み
れ
ぱ
、
た
し
か
に
取
っ

て
お
き
の
秀
句
と
し
て
結
末
に
出
し
た
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
池
田
廣
司
氏
も

　
　
　
　
　
　
＠

指
摘
さ
れ
る
通
り
、
こ
れ
は
天
理
本
の
戯
曲
構
成
の
未
熟
さ
の
あ
か
し
と
も
評

価
し
え
よ
う
。

　
だ
が
、
あ
く
ま
で
語
り
自
体
の
機
能
に
着
目
す
る
な
ら
ぱ
、
こ
れ
は
中
世
文

学
の
諸
作
品
に
お
い
て
随
所
に
見
出
さ
れ
る
故
事
・
説
話
の
引
用
方
法
（
例
証

方
法
）
に
準
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ぱ
『
平
家
物
語
』
巻
二
「
蘇

武
」
の
末
尾
が
示
す
ご
と
く
、
異
朝
－
本
朝
、
上
代
　
末
代
と
時
空
を
異
に
す

る
人
物
を
「
さ
か
ひ
を
へ
だ
て
、
世
々
は
か
は
れ
ど
も
、
風
情
は
お
た
じ
ふ
ぜ



　
　
　
　
＠

い
」
（
覚
一
本
）
と
み
て
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
狂
言
「
柑

子
」
は
こ
の
よ
う
た
故
事
引
用
の
方
法
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
悲

惨
た
流
人
の
境
遇
と
柑
子
の
行
方
と
い
う
結
合
の
意
外
さ
を
生
か
し
、
主
の
追

及
を
そ
ら
す
冠
者
の
言
い
抜
げ
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
何
よ
り
注

目
し
な
け
れ
ぱ
た
る
ま
い
。
天
理
本
等
の
六
波
羅
－
腹
の
秀
句
の
位
置
は
、
故

事
引
用
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
手
法
の
摂
取
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
成
経
・
康
頼
↓
六
波
羅
、
二
つ
の
柑
子
↓
冠
者
の
腹
と
い
っ
た
構
図
が
見

事
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ぱ
、
特
定
の
故
事
と
劇
中
の
状
況
を
結
合
す
る
一
つ
の
接
点
と
し
て
、

か
の
秀
句
は
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
同
音
を
媒
介
に
し
て
全
く
意
味
の
異
な
る

語
を
結
合
せ
し
め
る
秀
句
の
方
法
は
狂
言
全
般
の
構
造
と
も
重
要
な
関
連
を
も

っ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
天
正
本
に
は
こ
の
秀
句
が
見
え
な
い
。
天
正
本
で

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
二
っ
の
柑
子
を
食
べ
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
ま
ず
こ
の
秀
句
を
持
ち

出
す
意
味
が
な
い
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
硫
黄
島
の
流
人
と
柑
子
の
結
び

っ
き
は
、
三
っ
一
緒
に
あ
っ
た
も
の
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
と
い
う
一
致
し
か

な
い
。
し
か
し
た
が
ら
、
こ
の
語
り
が
狂
言
の
中
で
果
た
す
機
能
自
体
は
、
近

世
初
期
諸
台
本
と
変
わ
り
な
く
、
柑
子
の
処
置
に
つ
い
て
の
主
の
追
及
を
か
わ

し
、
巧
み
に
言
い
抜
げ
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
動
か
た
い
。

　
た
お
、
天
理
本
（
保
教
本
・
狂
言
記
外
篇
も
）
の
語
り
の
中
で
は
、
三
つ
目

の
柑
子
の
行
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
「
人
と
か
う
し
は
か
わ
れ

　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

ど
も
思
ひ
は
お
な
じ
涙
か
な
」
と
俊
寛
の
境
遇
へ
話
題
を
そ
ら
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
主
の
涙
を
誘
い
、
今
一
っ
の
柑
子
の
穿
襲
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
巧
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
天
理
本
で
は
語
り
を
聞
い
た
主
は
「
誠
に
・
か
う
じ
は

と
も
あ
れ
・
し
ゆ
ん
く
わ
ん
の
心
中
は
・
あ
わ
れ
な
」
と
、
い
っ
た
ん
柑
子
の

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
虎
明
本
・
保
教
本
で
は
主
は
柑
子
の
行
方
に
対
す
る
追

及
を
弛
め
ず
（
保
教
本
で
は
謡
い
が
か
り
で
問
い
か
げ
る
）
、
よ
り
緊
迫
し
た

運
び
に
な
っ
て
い
る
。

　
結
局
、
諾
台
本
と
も
に
冠
者
は
主
を
ご
ま
か
し
き
れ
ず
、
最
後
の
一
個
ま
で

も
食
べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
白
状
し
、
主
に
叱
ら
れ
て
終
る
（
天
正
本
で
は
主

の
叱
る
セ
リ
フ
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。
し
か
し
こ
の
結
末
よ
り
も
今
は
冠
者

が
主
を
ど
の
よ
う
に
し
て
欺
こ
う
と
試
み
る
の
か
、
そ
の
方
法
に
し
ぽ
ら
く
着

目
し
た
い
。
見
て
き
た
通
り
、
冠
者
は
ハ
ナ
シ
や
語
り
と
い
う
形
態
を
も
っ
た

一
種
の
言
葉
の
詐
術
に
よ
っ
て
事
実
を
言
い
換
え
、
思
い
が
げ
な
い
結
合
を
は

た
し
て
己
れ
の
失
策
を
言
い
く
る
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
っ
ま
り
、
ハ

ナ
シ
や
語
り
は
冠
者
に
と
っ
て
の
不
都
合
た
事
態
を
好
転
さ
せ
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
主
に
対
す
る
い
さ
さ
か
の
潮
弄
の
姿
勢
も
見
て
と
れ

る
の
で
あ
る
。

二

語
り
が
は
る
か
過
去
の
故
事
を
現
在

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

（
劇
中
の
現
在
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で

　
　
　
　
一
七
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あ
る
）
の
事
象
に
重
ね
る
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
機
能
を
果
た
し
つ
つ
、
同

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

時
に
明
白
な
か
ら
か
い
ー
椰
楡
の
意
味
を
担
っ
て
一
曲
中
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
「
鈍
根
草
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
婆
言
は
語

り
を
含
む
小
名
狂
言
の
中
で
も
独
自
の
位
置
を
占
め
る
曲
で
あ
る
と
い
え
る
が
、

従
来
単
独
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
行
で
は
和
泉
流

の
み
が
演
じ
、
ほ
と
ん
ど
上
演
を
見
な
い
稀
曲
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、
太
郎
冠
者

の
機
智
の
ひ
ら
め
き
を
考
え
る
上
で
見
落
と
せ
た
い
狂
言
で
あ
ろ
う
。

　
「
鈍
根
草
」
は
天
正
本
に
は
な
く
、
近
世
初
期
の
天
理
本
・
虎
清
本
・
虎
明

本
以
降
に
見
え
る
。
大
蔵
流
で
は
虎
清
本
・
虎
明
本
以
後
は
虎
光
本
に
見
え
る

が
、
毘
行
曲
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
和
泉
流
は
天
理
本
以
来
一
貫
し
て
流
儀
の

レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
（
鷺
流
で
は
延
宝
・
忠
政
本
や
保
教
本
等
の

古
台
本
に
は
全
く
見
当
ら
な
い
）
。
そ
し
て
眼
目
の
語
り
は
内
容
的
に
は
両
流

ほ
ぼ
一
致
し
な
が
ら
も
、
一
曲
の
中
に
占
め
る
位
置
と
機
能
は
大
き
な
相
違
を

見
せ
て
い
る
。

鞍
馬
参
り
に
来
た
主
と
冠
者
が
い
つ
も
の
宿
坊
に
泊
ま
る
と
著
荷
が
出
る
。

主
は
そ
れ
を
食
え
ぱ
鈍
に
な
る
と
し
て
食
わ
た
い
。
太
郎
冠
者
は
喜
ん
で
食
べ

る
。
虎
明
本
（
虎
清
本
も
同
様
）
で
は
、
こ
の
食
事
の
場
面
で
、
主
の
方
が
鈍

根
草
（
茗
荷
の
異
名
）
の
由
来
を
語
る
。
た
ぜ
茗
荷
が
「
名
を
荷
う
」
と
書
か

れ
る
の
か
、
著
荷
を
食
え
ぱ
鈍
に
た
る
の
は
た
ぜ
か
と
の
説
明
で
あ
り
、
仏
弟

子
中
愚
鈍
第
一
と
さ
れ
る
周
利
般
木
特
の
こ
と
を
中
心
に
語
り
、
利
根
第
一
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

れ
る
阿
難
の
こ
と
を
対
比
的
に
付
加
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
虎
明
本
の
演
出

で
は
、
語
り
の
中
の
繋
特
と
阿
難
の
対
比
が
十
分
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。
当
該

場
面
で
は
、
こ
の
語
り
は
冠
者
に
対
し
て
著
荷
を
食
え
ぱ
鈍
に
た
る
理
由
を
説

明
す
る
一
つ
の
例
証
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ぱ
語
り
の

末
尾
の
「
ど
ん
た
る
は
ん
ど
く
も
、
り
こ
ん
た
る
あ
な
ん
も
、
ご
だ
う
は
っ
め

い
は
お
な
じ
事
な
り
」
（
虎
明
本
）
と
い
う
文
句
は
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
。

築
特
と
阿
難
と
は
最
終
的
に
は
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
た
こ
と
に
た
っ
て
、
繋

特
の
愚
鈍
さ
が
強
調
さ
れ
た
い
。

　
和
泉
流
の
台
本
で
は
、
語
り
自
体
の
位
置
が
全
く
異
な
る
。
主
は
著
荷
を
嫌

っ
て
利
根
草
（
蓼
）
を
食
う
が
、
い
ざ
下
向
と
な
っ
て
刀
を
忘
れ
て
し
ま
い
、

冠
者
に
拾
わ
れ
る
。
幸
い
と
ぱ
か
り
冠
者
は
刀
を
隠
し
持
ち
「
道
す
が
ら
．
な

ぶ
り
ま
ら
せ
う
と
存
」
（
天
理
本
）
と
て
、
刀
を
忘
れ
た
の
に
気
づ
い
た
主
に

向
か
っ
て
冠
者
の
方
が
鈍
根
草
の
子
細
を
語
り
聞
か
せ
る
設
定
で
あ
る
。
従
っ

て
語
り
の
内
容
は
虎
明
本
に
比
し
て
大
差
な
い
が
、
劇
中
に
お
げ
る
語
り
の
意

味
は
全
く
違
っ
て
い
る
。
天
理
本
に
よ
っ
て
そ
の
語
り
を
左
に
示
す
。

　
…
ま
っ
し
や
か
の
・
御
弟
子
二
・
し
ゆ
り
は
ん
ど
く
と
申
て
あ
る
・
此
御
か
た
ハ
・
ワ

　
　
が
名
ヲ
さ
へ
・
お
ぽ
え
ず
・
札
二
書
つ
げ
竹
の
さ
き
二
ゆ
い
つ
げ
・
是
ヲ
荷
て
あ
る

　
　
き
・
御
名
ハ
ト
と
へ
ぱ
・
か
の
竹
ヲ
・
さ
し
出
し
た
ま
ふ
・
し
か
れ
バ
・
か
の
、
・
・
や

　
　
う
が
ハ
・
は
ん
ど
く
の
べ
う
所
よ
り
・
生
出
た
る
草
ナ
ル
ニ
ョ
ツ
テ
・
ど
ん
ご
ん
草

　
　
ト
ナ
ヅ
ク
・
又
ミ
ヤ
ウ
ガ
ト
ハ
・
名
ヲ
に
た
ふ
ト
書
タ
・

　
閉
又
あ
な
ん
ト
申
御
弟
子
ハ
・
し
や
か
・
四
十
余
年
の
・
御
せ
つ
ぽ
う
ヲ
・
一
字
も
の



　
　
こ
さ
ず
・
お
ぽ
へ
た
ま
ふ
ホ
ド
・
リ
こ
ん
な
る
御
弟
子
な
る
が
．
た
で
ハ
．
此
あ
た

　
　
ん
の
べ
う
所
よ
り
・
生
く
シ
タ
ル
・
草
ナ
ル
ニ
よ
つ
て
・
り
こ
ん
草
ト
な
づ
く
．

　
側
是
ホ
ド
・
り
こ
ん
第
一
た
る
・
あ
な
ん
も
・
は
っ
め
い
め
さ
る
二
．
又
は
ん
ど
く
の

　
　
や
う
二
・
ワ
が
名
ヲ
お
ほ
え
ぬ
ホ
ド
・
ど
ん
た
る
人
も
・
な
を
も
つ
て
．
は
っ
め
い

　
　
め
さ
る
二
・
い
づ
れ
も
・
イ
タ
ル
と
こ
ろ
ハ
＝
・
・
な
同
し
事
し
や
．

以
上
が
語
り
の
主
要
部
分
で
あ
る
が
、
続
い
て
先
の
「
柑
子
」
に
も
存
し
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

う
た
、
故
事
と
劇
中
の
現
在
の
状
況
と
を
架
橋
し
連
結
す
る
な
ぞ
ら
え
の
部
分

が
あ
る
。

　
削
こ
な
た
ハ
・
り
こ
ん
草
ヲ
・
ま
い
つ
た
れ
共
・
刀
ヲ
ワ
ス
レ
さ
せ
ら
る
二
．
わ
た
く

　
　
し
ハ
・
ど
ん
ご
ん
草
ヲ
・
た
べ
た
れ
ど
も
な
に
も
ワ
す
れ
ぬ
ト
云
（
抜
書
で
は
、

　
　
「
是
も
い
た
る
所
は
み
な
お
な
じ
事
で
は
御
ざ
あ
る
ま
ひ
か
」
と
い
う
詞
章
を
付
加

　
　
す
る
。
）

　
以
上
の
構
成
を
抜
書
も
参
照
し
つ
つ
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
Ｃ
Ｄ
ａ
周
利
薬
特
の
鈍
た
る
こ
と
ー
茗
荷
の
由
来
。

　
の
ｂ
阿
難
の
利
根
な
る
こ
と
ー
利
根
草
の
由
来
。

　
ｃ
ヵ
げ
阿
難
は
悟
道
し
た
。

　
　
ポ
周
利
薬
特
も
悟
道
し
た
。

　
　
Ｃ
至
る
と
こ
ろ
は
皆
同
じ
で
あ
る
。

　
↑
Ｄ
ガ
主
は
利
根
草
を
食
べ
た
が
刀
を
忘
れ
た
。

　
　
ゴ
自
分
は
鈍
根
草
を
食
べ
た
が
何
も
忘
れ
ぬ
。

　
　
ｄ
至
る
と
こ
ろ
は
皆
同
じ
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
主
人
は
冠
者
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
相
対
的
に
引
き
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狂
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お
ろ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
利
根
草
を
食
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
鈍
な
る

者
は
鈍
で
あ
る
と
暗
に
冠
者
は
指
摘
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
過
去

の
故
事
を
現
在
に
あ
て
は
め
、
も
っ
て
主
へ
の
椰
楡
と
す
る
こ
の
語
り
は
主
を

潮
弄
す
る
冠
者
の
姿
勢
を
よ
り
積
極
的
に
押
し
出
し
て
い
る
。
　
「
柑
子
」
で
は

事
態
の
好
転
を
は
か
る
言
い
抜
け
の
試
み
を
弄
す
る
太
郎
冠
者
で
あ
っ
た
が
、

「
鈍
根
草
」
の
冠
者
は
、
偶
然
生
じ
た
奇
異
た
る
出
来
事
（
利
根
草
を
食
べ
た

主
が
刀
を
忘
れ
、
鈍
根
草
を
食
べ
た
冠
者
が
何
も
忘
れ
ぬ
）
に
即
応
し
、
繋
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
阿
難
の
対
比
を
使
っ
て
皮
肉
な
意
味
付
げ
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

も
已
れ
に
好
都
合
な
意
味
を
含
ま
せ
た
語
り
を
弄
す
る
才
知
に
富
ん
だ
冠
者
の

形
象
が
見
て
と
れ
る
。

　
大
蔵
流
（
虎
清
本
・
虎
明
本
）
の
演
出
で
は
、
鈍
根
草
の
由
来
を
勿
体
ら
し

く
語
り
聞
か
せ
た
主
が
刀
を
忘
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
博
識
ぶ
り
と

迂
開
さ
の
落
差
の
お
か
し
み
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
む
ろ
ん
刀

は
冠
者
に
拾
わ
れ
、
下
向
道
で
主
は
散
次
に
か
ら
か
わ
れ
る
と
い
う
展
開
に
変

わ
り
は
な
い
。
冠
者
の
言
葉
は
相
当
に
辛
辣
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
び
語
り
白

体
の
機
能
に
着
目
す
れ
ぱ
、
天
理
本
以
降
の
和
泉
流
の
演
出
が
、
先
の
「
柑

子
」
の
よ
う
に
過
去
と
現
在
の
状
況
を
結
合
・
重
層
さ
せ
る
中
世
的
な
故
事
引

用
の
方
法
に
倣
っ
て
い
る
だ
け
古
態
を
見
せ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
そ
の
語
り
は
主
に
対
す
る
椰
楡
の
意
味
を
付
与
さ
れ
て
お
り
（
げ
ー
ガ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ｌ
Ｃ
の
な
ぞ
ら
え
の
部
分
に
お
い
て
）
、
常
套
的
な
故
事
引
用
の
方
法
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

歩
を
進
め
て
、
特
定
人
物
へ
向
け
て
の
か
ら
か
い
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
傭
え
た
上

で
劇
中
の
必
然
の
位
置
に
嵌
入
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
語
り
に
扱
わ
れ
て
い
る
周
利
薬
特
は
、
中
世
に
お
い
て
周
知
の
人
物
で
あ
っ

た
。
彼
は
い
か
に
鈍
な
る
人
物
で
も
悟
道
し
得
る
と
の
例
証
と
し
て
諸
種
の
文

献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
三
－
十
七
・
『
沙
石
集
』
巻
二

－
一
・
『
三
国
伝
記
』
巻
八
－
二
十
五
等
）
。
た
だ
し
周
利
薬
特
と
著
荷
の
由
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
あ
た
り
に
収
め
る
伝
承
が
早
い
例
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

室
町
期
の
資
料
で
は
、
利
根
草
の
由
来
を
も
含
む
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
抄
』
巻

十
二
・
五
百
弟
子
品
第
八
の
次
の
よ
う
な
叙
述
が
狂
一
言
の
語
り
と
親
近
性
を
も

つ
。

　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

　
　
此
盤
特
佛
弟
子
中
極
鈍
根
人
也
。
不
１
知
二
我
名
↓
人
汝

　
　
ヲ
ハ
　
　
ゾ
ト
ヘ
ハ
　
呂
　
ヲ
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
　
　
　
ト

　
　
名
何
云
間
頸
札
書
懸
レ
之
故
夫
指
出
也
。
世
問
名
荷

　
　
　
　
ハ
　
ヲ
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ｏ
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ハ

　
　
云
草
名
荷
書
也
。
盤
特
廟
生
故
名
二
鈍
根
草
一
也
。
蓼
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
コ
リ

　
　
根
草
云
也
。
是
舎
利
弗
廟
生
云
也
。

同
様
の
伝
承
は
『
法
華
経
直
談
妙
』
巻
六
本
－
十
九
「
周
梨
盤
特
之
事
」
（
臨

川
書
店
刊
本
に
よ
る
）
に
も
見
え
、
こ
れ
ら
室
町
期
の
代
表
的
な
法
華
経
談
義

の
テ
ク
ス
ト
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
事
実
か
ら
見
て
も
、
唱
導
の
素
材
と
し
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
り
人
口
に
膳
夷
し
た
話
柄
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
狂
言
「
鈍
根
草
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
た
周
利
薬
特
の
伝
承
を
全
く
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

た
る
文
脈
に
持
ち
込
み
、
あ
ら
た
た
機
能
を
与
え
て
活
性
化
し
て
い
る
。
主
へ

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

向
げ
て
の
あ
て
こ
す
り
の
手
段
で
あ
り
、
た
お
か
っ
阿
難
－
周
利
薬
特
、
主
－

太
郎
冠
者
と
い
う
関
係
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
（
ね
じ
れ
た
か
た
ち
で
）
成
立
し
て

い
る
の
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
冠
者
は
思
い
が
け
な
い
結
合
を
試
み

る
の
で
あ
る
。

三

　
著
名
な
故
事
も
婆
言
の
中
で
冠
者
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
、
全
く
あ
ら
た

な
意
味
と
機
能
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
中
世
に
お
い
て
故
事
や

説
話
（
そ
れ
自
体
完
結
し
た
枠
組
を
も
っ
）
を
引
用
す
る
手
法
そ
の
も
の
は
狂

言
だ
げ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ご
く
近
い
過
去
の
直
接
体
験
を
再

現
す
る
ハ
ナ
シ
や
全
く
架
空
の
作
り
バ
ナ
シ
を
含
む
曲
こ
そ
小
名
狂
言
独
自
の

方
法
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
い
わ
ゆ
る
不
奉
公
物
と
称
さ
れ
る
一
群
の
曲
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
太
郎
冠
者

が
主
に
無
断
で
都
や
遠
国
に
赴
き
、
た
め
に
主
か
ら
叱
責
を
受
げ
る
が
、
た
し

　
　
、
　
　
、

か
に
そ
こ
へ
行
っ
て
き
た
証
し
と
し
て
土
産
バ
ナ
シ
を
披
露
し
、
主
の
機
嫌
を

取
り
結
ぽ
う
と
い
う
筋
立
て
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
奉

公
と
い
う
（
主
と
の
関
係
に
お
い
て
）
不
当
た
行
為
を
理
由
付
げ
正
当
化
す
る

た
め
に
、
冠
者
は
ハ
ナ
シ
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
た
い
か
。

天
正
本
か
ら
そ
う
し
た
不
奉
公
物
の
発
端
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。



○
大
み
や
う
出
て
人
を
よ
び
出
す
。
こ
の
程
は
見
へ
ぬ
と
い
ふ
て
し
か
る
。
し
た
の
の

　
國
ぜ
ん
光
寺
へ
参
た
と
ゆ
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
と
く
さ
」
）

○
大
明
出
て
人
を
よ
び
出
し
、
ぶ
ほ
う
こ
う
と
ゆ
ふ
て
お
ど
す
。
西
の
宮
へ
参
て
、
お

　
も
し
ろ
き
事
を
見
た
と
ゆ
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
西
の
宮
参
」
）

○
大
明
出
て
た
ら
く
わ
じ
や
を
よ
び
出
す
。
ぶ
ほ
ふ
こ
う
と
ゆ
ふ
て
し
か
る
。
此
程
上

　
ら
く
し
た
と
ゆ
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
い
も
あ
ら
ひ
」
）

右
の
三
曲
は
す
べ
て
近
世
以
降
の
諸
流
台
本
に
は
見
え
た
い
狂
言
で
あ
る
が
、

主
の
叱
責
に
即
応
す
る
か
た
ち
で
、
都
や
遠
因
の
面
白
い
見
聞
を
咄
し
出
す
構

想
が
容
易
に
見
て
と
れ
よ
う
。
不
奉
公
物
の
中
に
は
冠
者
の
土
産
バ
ナ
シ
が
事

実
で
な
く
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
冠
者
自
身
が
明
言
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
橋

本
朝
生
氏
は
こ
こ
に
太
郎
冠
者
が
主
た
る
大
名
を
ご
ま
か
し
潮
弄
す
る
不
奉
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

物
の
本
来
の
意
味
が
残
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
不

奉
公
へ
の
答
め
に
対
し
て
す
か
さ
ず
土
産
バ
ナ
シ
を
持
ち
出
し
叱
責
を
か
わ
そ

う
と
す
る
冠
者
の
姿
勢
は
、
先
に
触
れ
た
「
柑
子
」
と
同
じ
よ
う
に
、
已
れ
に

と
っ
て
不
都
合
な
事
態
を
好
転
せ
し
め
よ
う
と
す
る
一
種
の
言
い
抜
げ
の
試
み

で
も
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
言
い
抜
け
の
構
想
そ
の
も
の
に
不
奉
公
物
の
本

来
の
意
味
が
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
西
の
宮
参
」
や
「
い
も
あ
ら
ひ
」

で
は
た
し
か
に
ハ
ナ
シ
の
中
の
歌
謡
（
舞
も
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
）
が
演
戯
の
眼

目
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
っ
い
先
頃
の
旅
先
で
の
見
聞
に
基
づ
く
土
産
バ

ナ
シ
の
枠
の
中
に
嵌
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
た
い
。

不
奉
公
物
は
冠
者
の
ハ
ナ
シ
の
設
定
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
ち
得
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

の
で
は
な
い
か
。
都
や
遠
国
で
の
見
聞
を
報
告
す
る
演
戯
が
独
立
し
た
一
個
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

芸
能
た
り
得
る
の
は
、
毛
越
寺
延
年
の
一
環
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
コ
凧
殿
舞
」

の
存
在
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
聾
言
で
は
あ
く
ま
で
主
の
意
に
そ
む
く
不

奉
公
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
不
都
合
を
解
消
せ
ん
が
た
め
の
手
段
と
し
て
ハ

ナ
シ
は
劇
中
に
位
置
付
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
冠
者
が
土
産
バ
ナ
シ
を
利
用
し
て
、
已
れ
の
意
に
副
う
方
向
に
劇
を
推
進
せ

し
め
よ
う
と
す
る
曲
に
「
千
鳥
」
が
あ
る
。
天
正
本
（
「
は
ま
千
鳥
」
と
称
す
）

で
は
「
か
み
が
た
の
ざ
う
だ
ん
」
を
す
る
と
あ
り
、
主
人
の
伯
父
で
あ
る
酒
屋

を
ま
ん
ま
と
歎
い
て
酒
を
せ
し
め
る
の
に
成
功
す
る
。
こ
れ
も
ハ
ナ
シ
の
中
で

演
じ
ら
れ
る
浜
千
鳥
の
友
呼
ぶ
さ
ま
の
謡
い
が
か
り
の
物
真
似
を
も
っ
て
伯
父

を
浮
か
れ
さ
せ
、
そ
の
暇
に
酒
を
持
ち
逃
げ
す
る
わ
げ
で
、
物
真
似
を
劇
中
に

設
定
す
る
枠
組
み
と
し
て
土
産
バ
ナ
シ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
世

初
期
の
虎
明
本
で
は
、
酒
屋
へ
行
っ
て
無
償
で
酒
を
せ
し
め
て
来
る
よ
う
命
じ

ら
れ
た
冠
者
が
、

　
　
ミ
れ
く
め
い
わ
く
な
事
を
仰
付
げ
ら
れ
た
、
い
ま
と
て
車
々
酒
簑
こ
す
ま

　
　
ひ
が
、
何
と
せ
う
ぞ
、
お
も
ひ
い
だ
ひ
た
、
　
っ
っ
と
は
た
し
ず
き
じ
や
ほ
ど
に
、

　
　
は
な
し
に
ま
ぎ
ら
か
ひ
て
と
っ
て
ま
い
ら
ふ
、

と
の
独
白
を
述
べ
て
お
り
、
　
「
は
た
し
に
ま
ぎ
ら
か
」
し
て
自
ら
に
負
わ
さ
れ

た
実
行
困
難
な
主
命
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
明
示
す
る
。
こ
こ
で
も
ハ

ナ
シ
は
事
態
好
転
の
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

　
ハ
ナ
シ
を
含
む
小
名
狂
言
の
今
一
っ
の
系
列
、
そ
れ
は
明
々
白
々
た
る
作
り

バ
ナ
シ
を
も
っ
て
主
を
歎
こ
う
と
す
る
構
想
を
も
っ
曲
で
あ
る
。
・
天
正
本
所
収

曲
の
中
で
は
「
栗
焼
」
・
「
附
子
」
（
天
正
本
で
は
「
ふ
す
さ
た
う
」
）
の
二
曲
で

あ
る
が
、
先
の
「
柑
子
」
に
も
幾
分
筋
立
て
の
類
似
す
る
「
栗
焼
」
を
検
討
し

よ
う
。

　
四
十
の
栗
を
来
客
の
た
め
に
焼
く
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
冠
者
は
、
そ
れ
を
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灸
　
　
　
　
　
皆
食

食
べ
て
し
ま
う
。
天
正
本
で
は
「
あ
ぶ
る
と
て
み
な
く
ふ
」
と
あ
り
、
近
世
以

降
の
台
本
を
参
照
す
る
と
、
こ
こ
は
独
り
で
栗
を
焼
き
か
つ
食
べ
る
と
い
う
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

真
似
が
見
せ
場
と
た
っ
て
い
る
場
面
だ
。
こ
う
し
て
冠
者
の
失
敗
が
設
定
さ
れ

る
。
冠
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
不
都
合
た
事
態
の
出
現
で
あ
る
。
「
柑
子
」
で

は
柑
子
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
劇
の
外
に
あ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
が
、

「
栗
焼
」
で
は
実
際
に
食
べ
る
場
面
を
提
示
し
て
お
き
、
し
か
る
後
に
そ
れ
を

再
現
・
報
告
す
る
と
て
実
は
全
く
架
空
の
出
来
事
を
で
っ
ち
上
げ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
冠
者
は
主
の
前
へ
出
て
、
台
所
で
栗
を
焼
き
上
げ
そ
れ
を
持
っ
て
・

行
こ
う
と
す
る
所
へ
、
カ
マ
ド
の
神
が
出
理
し
栗
を
く
れ
る
よ
う
要
求
し
た
の

で
、
進
上
し
た
と
い
う
。
こ
の
ハ
ナ
シ
が
ほ
と
ん
ど
謡
い
が
か
り
で
あ
る
の
は
、

神
の
出
現
を
扱
う
た
め
荘
重
な
演
出
が
と
ら
れ
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
内

容
自
体
を
見
れ
ぱ
、
ヵ
マ
ド
の
神
に
栗
を
捧
げ
た
と
い
う
の
は
自
分
が
栗
を
食

べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
り
、
明
ら
か
に
言
い
わ
げ
の
た
め
の
作

り
バ
ナ
シ
で
あ
る
。
カ
マ
ド
の
神
の
出
現
自
体
が
め
で
た
い
出
来
事
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

冠
者
は
己
れ
の
失
敗
を
喜
ぶ
べ
き
吉
事
へ
と
転
換
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
（
そ

し
て
同
時
に
失
敗
を
隠
蔽
し
て
い
る
）
。

　
太
郎
冠
者
が
カ
ヤ
ド
の
神
出
現
の
作
り
バ
ナ
シ
を
主
の
前
で
行
う
直
前
に
位

置
す
る
独
白
の
セ
リ
フ
は
、
こ
の
よ
う
塗
言
葉
の
詐
術
に
よ
る
事
態
転
換
の
構

想
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

　
　
た
の
ふ
だ
人
は
・
ど
こ
や
ら
が
・
ゑ
び
す
げ
な
・
人
じ
や
ホ
ド
ニ
・
お
も
し
ろ
お
か

　
　
し
う
・
申
さ
う
ト
云
テ
…
・
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
）

　
　
た
の
ふ
だ
人
は
、
た
ら
し
よ
ひ
人
じ
や
程
に
、
お
も
し
ろ
う
お
か
し
う
申
て
た
ら
さ

　
　
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
カ
　
シ
ウ

　
　
頼
フ
タ
人
ハ
ト
コ
ヤ
ラ
カ
タ
マ
シ
ヨ
フ
御
座
ル
所
テ
面
白
阿
呵
敷
申
ナ
シ
テ
ヲ
キ
マ

　
　
セ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
教
本
）

こ
れ
ら
の
セ
リ
フ
こ
そ
、
冠
者
の
ハ
ナ
シ
が
主
を
欺
く
た
め
の
試
み
で
あ
る
こ

と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
　
「
お
も
し
ろ
う
お
か
し
う
」
言
い
抜
げ
る
の
は
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

者
の
得
意
の
ワ
ザ
で
あ
り
、
保
教
本
に
「
申
ナ
シ
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
あ
る
事

実
を
別
な
内
容
に
言
い
換
え
て
し
ま
う
試
み
な
の
で
あ
る
。

　
実
は
こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
の
セ
リ
フ
を
含
む
小
名
狂
言
が
い
く
っ
か
存
す

る
。
虎
明
本
に
１
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
セ
リ
フ
を
列
挙
す
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
○
た
の
ふ
だ
人
は
た
ら
し
よ
ひ
お
か
た
じ
や
ほ
ど
に
、
い
か
や
う
に
な
り
と
も
、
り
ん

　
　
、
　
　
、

　
　
ぜ
つ
に
ま
か
せ
て
申
て
見
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
鶏
泣
」
）

　
○
た
の
ふ
だ
人
は
、
正
直
な
人
じ
や
程
に
、
ま
ん
ま
と
た
ら
さ
う
　
　
　
（
「
空
腕
」
）

　
○
た
の
ふ
だ
人
は
た
ら
し
よ
ひ
人
じ
や
ほ
ど
に
、
お
も
し
ろ
う
お
か
し
う
申
た
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
成
上
り
」
）



○
た
ら
し
よ
ひ
人
じ
や
程
に
、
た
ら
さ
う

○
然
共
た
の
ふ
だ
人
は
、
た
ら
し
よ
ひ
人
で
御
ざ
る
程
に
、

　
て
た
ら
さ
う
と
ぞ
ん
ず
る

　
　
　
　
（
「
清
水
一
）

お
も
し
ろ
ふ
お
か
し
う
申

　
　
　
　
（
「
武
悪
」
）

こ
れ
ら
の
曲
は
い
ず
れ
も
冠
者
が
何
ら
か
の
失
敗
を
し
た
り
、
己
れ
の
意
に
副

わ
た
い
主
命
を
受
げ
た
り
し
て
、
そ
れ
ら
不
都
合
な
状
況
を
自
ら
に
と
っ
て
都

合
の
よ
い
方
向
へ
転
換
せ
し
め
よ
う
と
す
る
構
想
を
も
つ
。
　
「
鶏
泣
」
で
は
語

り
が
演
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
傍
点
を
付
し
た
「
り
ん
ぜ
つ
」
の
一
環
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

あ
る
。
　
「
り
ん
ぜ
つ
ー
輸
説
」
と
は
「
故
実
の
な
い
勝
手
な
意
見
」
で
あ
り
、

ま
さ
に
白
分
に
都
合
の
よ
い
方
向
へ
事
態
を
と
り
な
そ
う
と
す
る
弁
舌
を
指
す
。

「
空
腕
」
は
使
い
の
途
中
で
盗
人
に
主
人
の
太
刀
を
取
ら
れ
た
（
実
は
主
人
が

臆
病
な
冠
者
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
盗
人
を
装
い
太
刀
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
）

の
を
、
《
盗
人
共
を
相
手
に
戦
っ
て
そ
の
さ
な
か
に
太
刀
が
折
れ
た
の
で
投
げ

捨
て
て
き
た
〉
と
作
り
バ
ナ
シ
を
も
っ
て
事
実
を
言
い
換
え
て
し
ま
う
。
引
用

は
そ
の
ハ
ナ
シ
の
直
前
に
あ
る
独
白
で
あ
る
。
「
成
上
り
」
も
、
盗
人
に
主
人

の
太
刀
を
竹
杖
と
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
冠
者
が
、
「
物
の
成
り
上
が
る
」

例
を
列
挙
し
て
、
太
刀
が
竹
杖
に
変
じ
た
事
実
を
《
太
刀
が
竹
杖
に
成
り
上
が

っ
た
》
と
言
い
換
え
よ
う
と
す
る
曲
で
あ
る
。
不
祥
事
を
吉
き
事
に
と
り
な
そ

う
と
す
る
構
想
は
「
粟
焼
」
と
同
様
で
あ
る
。
　
「
清
水
」
は
水
汲
み
に
行
き
た

く
た
い
の
で
冠
者
は
清
水
に
鬼
が
出
た
と
作
り
バ
ナ
シ
を
す
る
。
保
教
本
で
は

「
頼
フ
タ
人
ハ
ア
ノ
様
テ
モ
又
ド
コ
ヤ
ラ
ガ
ダ
マ
シ
ョ
フ
御
座
ル
面
白
ヲ
カ
シ

　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
方
法

ウ
中
ナ
シ
テ
参
ル
マ
ィ
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
不
都
合
を
「
面
白
ヲ
カ
シ
ウ
申

ナ
」
す
試
み
と
し
て
ハ
ナ
シ
を
用
い
る
。
　
「
武
悪
」
は
大
蔵
流
で
は
大
名
狂
言

に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
シ
テ
は
下
人
・
武
悪
で
あ
っ
て
太
郎
冠
者
で
は
た
い
。

し
か
し
冠
者
に
も
相
当
の
活
躍
が
認
め
ら
れ
、
彼
の
行
動
に
着
目
す
る
た
ら
ぱ
、

武
悪
を
討
ち
果
た
す
よ
う
に
、
と
の
主
命
を
遂
行
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
《
武
悪
を
見
事
に
討
ち
果
た
し
た
〉
と
主
の
前
で
は
言
い
繕
っ
て
お
り
、

そ
の
作
り
バ
ナ
シ
を
導
く
の
が
右
に
ー
示
し
た
セ
リ
フ
（
独
白
）
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
、
詳
述
の
余
裕
は
な
い
が
、
「
附
子
」
や
「
木
六
駄
」
で
も
同
様
に

事
実
を
あ
ら
ぬ
こ
と
へ
言
い
換
え
る
構
想
が
存
す
る
。
つ
ま
り
「
附
子
」
で
は

主
の
留
守
中
に
食
べ
て
は
な
ら
ぬ
大
毒
・
附
子
（
実
は
砂
糖
）
を
皆
食
べ
て
し

ま
っ
た
冠
者
た
ち
が
、
天
目
茶
碗
や
掛
げ
物
を
破
り
こ
わ
し
、
そ
の
言
い
わ
け

と
し
て
《
留
守
中
に
相
撲
を
と
り
、
茶
碗
や
掛
げ
物
を
損
じ
た
の
で
死
の
う
と

思
っ
て
附
子
を
食
べ
た
〉
と
の
作
り
バ
ナ
シ
を
す
る
。
ま
た
「
木
六
駄
」
で
は
、

主
の
伯
父
の
も
と
へ
届
け
る
は
ず
の
薪
（
木
）
・
六
駄
を
峠
の
茶
屋
に
与
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
ま
っ
た
冠
者
が
、
伯
父
の
家
で
追
及
を
受
け
て
く
自
分
の
名
を
キ
ロ
ク
ダ
と

替
え
た
》
と
偽
り
、
伯
父
を
欺
こ
う
と
す
る
。
こ
れ
も
木
・
六
駄
が
な
い
事
実

を
言
い
く
る
め
る
手
段
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
冠
者
の
演
ず
る
語
り
や
ハ
ナ
シ
を
始
め
と
す
る
言
葉
の
詐
術
は
、

冠
者
に
と
っ
て
不
都
合
な
事
態
を
好
転
さ
せ
る
た
め
、
あ
る
い
は
和
泉
流
の

「
鈍
根
草
」
の
よ
う
に
主
を
椰
楡
す
る
た
め
（
ど
ち
ら
も
主
に
対
し
あ
ら
ぬ
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

来
事
を
持
ち
出
し
て
潮
弄
す
る
意
図
が
合
ま
れ
て
い
る
が
）
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
共
通
す
る
の
は
、
か
け
は
た
れ
た
事
象
の
結
合
で
あ
り
、
そ
の
基
底
に
は

Ａ
た
る
も
の
を
Ｂ
な
る
も
の
に
あ
て
は
め
、
ま
た
は
転
換
さ
せ
る
発
想
が
存
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
仮
に
く
と
り
な
し
Ｖ
と
称
し
て
お
く
な
ら
ぱ
、
こ
の

く
と
り
な
し
Ｖ
に
基
づ
く
劇
展
開
の
方
法
こ
そ
が
か
な
り
の
数
の
小
名
婆
言
の

基
本
構
造
を
彩
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
〈
と
り
な
し
Ｖ
と
は
、
畢
寛
、

出
来
し
た
奇
異
た
る
出
来
事
の
合
理
化
・
正
当
化
の
謂
で
あ
る
。
あ
る
物
を
別

の
物
の
よ
う
に
見
な
す
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
か
け
は
な
れ
た
物
同
士
の
関
係
付

げ
で
も
あ
る
。
出
来
し
た
出
来
事
が
冠
者
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
意
味
を
傭
え

て
い
れ
ぱ
、
合
理
化
・
正
当
化
の
試
み
（
語
り
や
ハ
ナ
シ
に
よ
っ
て
多
く
な
さ

れ
る
）
は
事
態
好
転
の
方
向
へ
矢
印
を
与
え
ら
れ
、
逆
に
出
来
事
が
主
に
と
っ

て
歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
（
「
鈍
根
草
」
の
よ
う
に
）
で
あ
れ
ぱ
、
冠
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

〈
と
り
な
し
Ｖ
の
試
み
は
む
し
ろ
か
ら
か
い
や
あ
て
こ
す
り
の
矢
印
を
傭
え
る

の
で
あ
る
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
方
法
は
す
ぐ
れ
て
言
葉
の
力
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
語
り
や
ハ
ナ
シ
に
よ
っ
て
事
態
を
転
換
せ
し
め
よ
う
と

す
る
パ
タ
ー
ソ
は
か
な
り
の
数
の
小
名
婆
言
の
骨
格
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
の
パ
タ
ｉ
ソ
が
本
来
不
祥
事
を
吉
事
へ
と
転
換
さ
せ
る
、
古
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

よ
り
猿
楽
が
受
け
継
い
で
き
た
芸
能
精
神
に
根
ざ
し
て
い
る
ゆ
え
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
狂
言
と
い
う
語
自
体
、
滑
稽
な
る
言
・
冗
談
・
た
わ
ご
と
等
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

味
に
用
い
ら
れ
た
例
が
あ
り
、
そ
う
し
た
言
葉
は
失
敗
の
弁
明
や
言
い
逃
れ
に

利
用
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
義
経
記
』
巻
五
「
吉
野
法
師
判
官
を

追
い
か
げ
奉
る
事
」
に
、
吉
野
川
で
溺
れ
か
か
っ
た
弁
慶
は
や
っ
と
引
き
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ら
れ
る
と
「
過
は
常
の
事
、
孔
子
の
さ
は
れ
と
申
（
す
）
事
侯
は
ず
や
」
と

「
狂
言
」
を
申
し
た
、
と
あ
る
。
明
ら
か
に
弁
慶
は
已
れ
の
失
敗
　
　
有
り
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
　
　
を
有
り
が
ち
な
こ
と
に
言
い
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
狂
言
」
は
、
や
が
て
特
定
の
芸
能
を
示
す
名
称
と
な
る
が
、
能

や
狂
言
と
し
て
大
成
さ
れ
る
以
前
の
古
猿
楽
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は

や
は
り
言
葉
に
よ
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
平
家

物
語
』
巻
一
「
鹿
の
谷
」
に
お
け
る
有
名
な
猿
楽
の
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

そ
の
際
猿
楽
は
い
か
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
の
か
。

　
　
新
大
納
言
げ
し
き
か
は
り
て
、
さ
一
ツ
一
と
た
上
れ
け
る
が
、
御
前
に
候
け
る
瓶
子
を

　
　
か
り
衣
の
袖
に
か
げ
て
引
た
う
さ
れ
た
り
げ
る
を
、
法
皇
「
あ
れ
は
い
か
に
」
と
仰

　
　
げ
れ
ぱ
、
大
納
言
立
か
へ
り
て
、
「
平
氏
た
は
れ
侯
ぬ
」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覚
一
本
）

新
大
塑
言
成
親
が
法
皇
の
前
の
瓶
子
を
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ど
う
み
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
失
態
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
巧
み
に
吉
事
（
む
ろ
ん
こ
の

、場
に
と
っ
て
の
）
へ
と
と
り
な
し
た
の
で
あ
る
。
瓶
子
－
平
氏
と
同
音
に
し
て



全
く
か
け
は
な
れ
た
語
が
結
び
つ
く
秀
句
の
発
想
に
ー
よ
る
言
い
換
え
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
の
緒
合
を
媒
介
に
し
て
、
瓶
子
を
倒
し
た
と
い
う
失
敗
は
《
平
氏
を
倒
し

た
》
と
い
う
吉
事
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
以
下
演
じ
ら
れ
た
猿
楽
も
同
様
に
瓶
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

１
平
氏
の
語
呂
合
わ
せ
を
前
提
に
し
た
予
祝
的
行
為
（
瓶
子
の
首
を
取
る
こ
と

　
、
　
　
、

が
平
氏
の
首
を
取
る
こ
と
に
通
じ
る
）
で
あ
っ
た
。

　
当
座
の
く
と
り
な
し
Ｖ
の
物
云
い
と
共
に
、
古
猿
楽
に
は
特
定
人
物
へ
向
け

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
の
あ
て
こ
す
り
も
存
し
た
。
　
『
沙
石
集
』
拾
遺
二
十
一
－
十
二
「
吉
水
ノ
猿

房
官
ガ
段
」
に
お
げ
る
「
ツ
レ
猿
楽
」
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
碁
を
打
っ
こ
と

の
間
答
に
こ
と
よ
せ
て
某
中
納
言
へ
の
椰
楡
を
放
つ
方
法
は
、
や
は
り
か
げ
は

た
れ
た
事
象
を
結
合
す
る
秀
句
の
発
想
に
拠
っ
て
い
た
（
「
（
碁
は
）
上
手
ニ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

モ
ナ
シ
、
ヘ
タ
ニ
テ
モ
ナ
シ
、
中
納
言
ニ
テ
有
ゾ
ト
云
ケ
ル
」
）
。
さ
あ
ら
ぬ
問

答
に
見
せ
て
い
き
な
り
第
三
者
へ
の
椰
楡
に
切
り
換
え
る
こ
の
「
ツ
レ
猿
楽
」

の
方
法
は
、
故
事
を
利
用
し
て
主
を
あ
て
こ
す
る
「
鈍
根
草
」
（
和
泉
流
の
演

出
）
の
方
法
に
や
や
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
能
・
狂
言
が
大
成
さ
れ
た
と
き
、
古
猿
楽
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
言
葉

の
ワ
ザ
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
。
偶
発
的
た
事
態
に
対
す
る
即
興
的

た
対
応
と
し
て
の
秀
句
は
、
様
々
な
局
面
に
お
い
て
実
際
に
試
み
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。
世
阿
弥
『
習
道
書
』
に
見
え
る
「
ざ
し
き
し
く
」
（
「
狂
言
の
役
人
の
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
条
）
を
「
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
の
し
ゃ
れ
」
と
解
す
る
と
す
れ
ぱ
、

当
座
を
興
あ
ら
し
め
る
お
か
し
き
物
云
い
は
す
で
に
狂
言
師
に
と
っ
て
重
要
な

　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法

ワ
ザ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
具
体
的
な
作
品
の
中
で
は
ど
う

か
と
い
う
と
、
狂
言
に
っ
い
て
は
今
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
古
作
の

能
に
も
秀
句
的
な
言
葉
の
戯
れ
（
特
に
く
と
り
た
し
Ｖ
の
言
葉
）
は
十
分
効
果

的
に
ー
生
か
さ
れ
て
い
る
。
観
阿
弥
所
演
の
「
白
然
居
士
」
に
次
の
よ
う
な
対
話

が
あ
る
。

　
　
シ
訴
そ
の
人
買
ひ
舟
に
物
申
さ
う
　
ワ
群
あ
ら
音
高
し
な
に
と
た
に
と
　
シ
訴
道
理

　
　
遣
理
よ
そ
に
も
人
や
白
波
の
、
音
高
し
と
は
道
理
な
り
、
ひ
と
か
い
と
中
し
つ
る
は
、

　
　
そ
の
舟
漕
ぐ
擢
の
こ
と
ざ
う
よ
　
ワ
キ
漣
櫓
に
は
唐
櫓
と
い
ふ
も
の
あ
り
、
詞
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
擢
と
い
ふ
擢
は
た
き
に
　
シ
訴
水
の
煙
の
霞
を
ぱ
、
ひ
と
霞
ふ
た
寵
響
ひ
と
入
ふ
た

　
　
入
た
ん
ど
と
言
へ
ぱ
、
節
今
漕
ぎ
初
む
る
舟
次
れ
ぱ
、
ひ
と
擢
舟
と
は
僻
事
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
池
識
語
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

シ
テ
た
る
自
然
居
士
は
、
人
買
ひ
舟
を
ひ
と
擢
舟
と
と
り
な
し
て
ワ
キ
・
ワ
キ

連
人
商
人
の
追
及
を
巧
み
に
か
わ
し
て
い
る
。
説
教
者
な
れ
ぱ
こ
そ
の
弁
舌
の

　
　
　
ゆ

才
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
観
阿
弥
所
演
の
「
草
刈
り
の
能
」
（
『
申
楽
談
儀
』
に

よ
る
）
に
比
定
さ
れ
る
古
曲
「
横
山
」
（
廃
曲
）
に
も
、
落
塊
し
た
横
山
十
郎

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

晴
尚
が
実
は
草
刈
り
に
出
か
け
た
の
を
、
妻
が
夫
の
体
面
を
汚
す
ま
い
と
客
人

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
。
対
し
て
夏
狩
り
に
出
か
げ
た
と
答
え
る
場
而
に
言
葉
の
言
い
換
え
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
と
り
た
し
Ｖ
の
試
み
が
見
て
と
れ
よ
う
。

　
言
語
遊
戯
の
面
白
さ
は
古
作
の
能
の
随
所
に
確
実
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
劇
全
体
の
構
想
や
仕
組
み
に
関
わ
っ
て
、
言
葉
の
力
に
よ
る
状
況
転
換
の

方
法
を
継
承
し
て
い
る
の
は
狂
言
で
あ
り
、
特
に
太
郎
冠
者
の
活
躍
す
る
小
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
方
法

狂
言
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
〈
と
り
た
し
Ｖ
の
パ
タ
ー
ソ
の
背
後
に
は
芳
し

か
ら
ぬ
事
を
吉
事
へ
と
言
い
な
す
転
換
の
原
理
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

く
と
り
な
し
Ｖ
の
パ
タ
ー
ソ
は
事
物
の
関
係
付
げ
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
方
で
特
定
人
物
へ
の
あ
て
こ
す
り
に
も
変
貌
し
得
る
。
猿
楽
者
に
お
げ
る
寿

祝
と
郡
楡
の
言
は
、
実
は
構
造
に
お
い
て
表
裏
を
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。

結

び

　
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
太
郎
冠
老
は
狂
言
の
代
表
的
人
物
で
あ
り
、
各

々
の
時
代
を
通
じ
て
聾
言
師
た
ち
の
肉
体
を
介
し
っ
っ
現
代
ま
で
生
き
続
げ
て

き
た
。
従
っ
て
そ
の
彩
象
は
時
代
・
流
儀
の
中
で
様
々
に
流
動
・
変
化
し
続
け

て
き
た
か
に
見
え
る
。
が
、
冠
者
の
劇
中
に
お
げ
る
役
割
を
見
る
隈
り
、
少
な

く
と
も
狂
言
の
骨
格
に
お
い
て
そ
れ
は
比
較
的
変
化
し
に
く
い
（
あ
る
い
は
ほ

ぽ
恒
常
的
な
）
構
造
に
立
脚
し
て
い
た
。
そ
れ
は
単
純
で
は
あ
る
が
強
靱
た
も

の
で
あ
り
、
〈
と
り
な
し
Ｖ
と
い
う
語
で
と
り
あ
え
ず
一
括
し
て
お
い
た
パ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ー
ソ
を
有
し
て
い
る
。
有
っ
て
は
た
ら
な
い
こ
と
を
有
り
得
べ
き
こ
と
へ
と
言

い
換
え
る
個
々
の
小
名
狂
言
の
構
想
は
こ
う
し
た
く
と
り
た
し
Ｖ
の
バ
タ
ー
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
観
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
た
い
か
。
そ
こ
に
面
白
お
か
し
う
申
た
玄
言
葉
の

詐
術
を
も
っ
て
劇
の
展
開
の
主
導
権
を
握
る
太
郎
冠
者
の
雅
象
が
現
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
太
郎
冠
者
と
は
何
か
　
　
こ
れ
は
婆
言
を
考
究
す
る
者
に
と
っ
て
最
大
の
課

題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
多
様
た
性
格
を
も
つ
冠
者
の
右
の
よ
う
な
形
象
を
狂
言

の
構
想
・
構
造
と
関
わ
ら
せ
て
、
と
も
か
く
も
照
射
し
得
え
た
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
注

　
◎
成
瀬
無
極
氏
『
文
学
に
現
れ
た
る
笑
之
研
究
』
。

　
＠
　
北
川
忠
彦
氏
「
太
郎
冠
者
」
（
『
目
本
古
典
文
学
大
系
月
報
』
３
９
）
ま
た
は
鑑
賞
日

　
　
本
古
典
文
学
『
謡
曲
・
狂
言
』
所
収
の
「
文
荷
」
解
説
。

　
＠
　
佐
竹
昭
広
氏
「
怠
惰
と
低
抗
」
（
『
下
剋
上
の
文
学
』
所
収
）
。

　
　
　
太
田
次
男
氏
「
大
名
・
太
郎
冠
老
の
変
貌
」
（
『
史
学
』
昭
３
２
・
７
）
。

　
＠
橋
本
朝
生
氏
「
天
正
狂
言
本
の
大
小
名
狂
言
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
５
０
・
１
０
）
。

　
＠
　
こ
の
他
、
草
深
清
氏
「
太
郎
冠
者
の
世
界
－
狂
言
の
世
界
Ｈ
Ｉ
」
（
『
国
文
学
言
語

　
　
と
文
芸
』
昭
５
０
・
６
）
な
ど
も
参
考
と
な
る
。

　
¢
　
日
本
古
典
全
書
『
狂
言
集
』
下
に
よ
る
。

　
＠
　
そ
れ
ぞ
れ
引
用
の
際
は
、
大
蔵
流
の
虎
明
本
は
池
田
廣
司
氏
・
北
原
保
雄
氏
『
大

　
　
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
本
文
篇
上
・
中
に
、
和
泉
流
の
天
理
本
は
天
理
図
書
館

　
　
善
本
叢
書
『
狂
言
六
義
』
上
・
下
・
抜
書
に
、
鷺
流
の
保
教
本
は
同
じ
く
天
理
図
書

　
　
館
善
本
叢
書
『
鷺
流
狂
言
俸
書
保
教
本
』
二
・
四
に
よ
る
。

　
＠
　
小
山
弘
志
氏
「
狂
言
の
演
戯
性
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
２
８
・
１
０
）
（
補
訂
の
上
、
目

　
　
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
謡
曲
・
狂
言
』
に
収
録
）
、
北
川
忠
彦
氏
「
狂
言
の
性
格
」

　
　
（
日
本
の
古
典
芸
能
『
狂
言
』
所
収
）
。

　
＠
　
狂
言
曲
名
の
表
記
は
原
則
と
し
て
大
蔵
流
の
現
行
表
記
に
基
づ
く
。
大
蔵
流
現
行

　
　
曲
で
な
い
場
合
は
和
泉
流
の
表
記
に
よ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
＠
成
経
が
都
へ
帰
り
六
波
羅
の
宿
所
へ
入
っ
た
こ
と
は
延
慶
本
・
長
門
本
・
源
平
盛

　
　
衰
記
等
に
明
記
す
る
。
そ
の
う
ち
盛
衰
記
で
は
康
頼
も
成
経
と
同
車
し
て
都
に
入
り
、



　
六
波
羅
に
て
別
れ
た
と
あ
る
。

＠
池
田
廣
司
氏
『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
』
第
三
篇
第
三
章

参
照
。

＠
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
上
に
よ
る
。

＠
片
桐
洋
一
氏
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
二
、
所
収
。

＠
　
同
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
（
資
料
編
）
』
所
収
。

＠
　
『
目
本
大
蔵
経
』
法
華
部
章
疏
三
に
よ
る
。

＠
天
正
頃
成
立
の
雑
話
集
『
月
奄
酔
醒
記
』
に
も
茗
荷
の
語
源
説
を
収
め
る
。
た
だ

　
し
我
が
名
を
忘
れ
て
人
に
問
う
ゆ
え
に
「
名
何
」
と
い
う
と
あ
る
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
二
巻
『
田
楽
・
猿
楽
』
に
詞
章
の
翻
刻
が
あ
る
。

ゆ
　
　
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
本
文
篇
中
の
「
り
ん
ぜ
つ
」
に
つ
い
て
の
頭
注
。

　
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
自
分
で
い
ろ
ん
た
事
を
付
げ
加
え
て
語
る
伝
言
、
ま
た
は
情

　
報
」
（
岩
波
書
店
邦
訳
版
）
と
あ
り
、
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
や
『
申
楽
談
儀
』
に

　
も
用
例
が
あ
る
。

ゆ
　
金
井
清
光
氏
「
狂
言
考
」
（
『
能
の
研
究
』
所
収
）
。

＠
　
日
木
古
典
文
学
大
系
『
義
経
記
』
所
収
十
二
行
木
活
字
本
に
。
よ
る
。
　
「
さ
は
れ
」

　
は
「
た
は
れ
」
が
正
し
い
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
沙
石
集
』
に
よ
る
。

＠
　
田
口
和
夫
氏
「
狂
言
以
前
ー
モ
ド
キ
・
進
行
・
閣
入
１
」
（
『
文
学
』
昭
５
８
・
７
）
。

ゆ
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
に
。
よ
る
。

ゆ
　
巧
み
た
弁
舌
の
才
を
も
っ
て
「
逆
転
」
を
果
た
す
く
唱
導
ｎ
芸
能
Ｖ
者
と
し
て
の

　
白
然
居
士
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
呵
部
泰
郎
氏
「
唱
導
と
能
－
二
人
の
唱
導

　
者
の
肖
像
１
」
（
『
国
文
学
』
昭
６
１
・
９
）
に
も
指
摘
が
あ
っ
た
。

＠
　
関
屋
俊
彦
氏
「
廃
曲
く
横
山
Ｖ
考
」
（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
５
６
、
昭
５
４
・
ｕ
）

小
名
狂
言
に
お
げ
る
く
と
り
た
し
Ｖ
の
方
法

ゆ
は
、
こ
う
し
た
言
葉
の
面
白
さ
が
す
な
わ
ち
「
義
理
能
」
の
要
因
で
あ
る
と
い
う
伊

藤
正
義
氏
の
意
見
を
紹
介
す
る
。

　
小
名
狂
言
で
は
な
い
が
脇
狂
言
の
「
末
広
が
り
」
系
の
曲
も
冠
者
の
動
き
に
。
焦
点

を
合
わ
せ
て
み
れ
ぼ
く
と
り
な
し
Ｖ
の
バ
タ
ー
ソ
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
詳

細
は
別
稿
に
よ
ら
ね
ぽ
た
ら
な
い
。

　
〔
付
記
〕

　
本
稿
は
昭
和
五
十
九
年
一
月
、
同
志
杜
大
学
に
提
出
し
た
昭
和
五
十
八
年
度

修
士
論
文
の
一
部
を
基
に
し
て
い
る
。
全
体
の
論
旨
は
、
同
年
三
月
の
芸
能
史

研
究
会
例
会
に
お
い
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
修
士
論
文
を
成
す
に
■
あ
た

っ
て
、
御
指
導
を
蝪
っ
た
向
井
芳
樹
先
生
、
種
々
御
助
言
を
戴
い
た
加
美
宏
先

生
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

一
一
七
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