
は
じ
め
に

か
ら
く
り
の
素
材
と
し
て
、
謡
曲
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
か
ら
く
り
の
動
態
を
理
解
し
て
い
く
う
え
で
も
、
謡
曲
の
詞
章
と

の
関
連
を
見
極
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
、
か
ら

く
り
関
連
資
料
の
本
文
に
も
絵
に
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
形
の
演
技
や

演
出
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
か
ら
く
り
人
形
の
演
技
や
演
出
を
理
解
す
る
た
め
に
、
謡
曲
の
詞
章
を
ど

の
よ
う
に
関
連
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
試
論
を

提
出
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
は
、
竹
田
か
ら
く
り
「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
を
中
心
に
据
え
て
考

察
を
進
め
る
。
本
作
は
謡
曲
『
融
』
が
素
材
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
検
討

し
て
い
き
な
が
ら
、
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
を
い
か
に
読
む
か
と
い
う
問
題
に

か
ら
く
り
と
能

三
七

迫
っ
て
み
た
い
。

一
、「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
の
絵
画
資
料

そ
の
前
に
ま
ず
、
こ
の
か
ら
く
り
の
収
め
ら
れ
て
い
る
絵
画
資
料
を
ま
と
め

て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
今
回
、『
融
大
臣
三
日
月
雛
形
』
を
取
り
あ
げ
る
こ

と
に
し
た
の
も
、
こ
の
か
ら
く
り
が
所
収
さ
れ
て
い
る
吉
徳
資
料
室
の
絵
尽
し

を
紹
介
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
込
め
ら
れ
て
お
り
、
後
ほ
ど
こ
の
資
料
の
詳
細

に
つ
い
て
は
触
れ
た
い
と
思
う
。

か
ら
く
り
関
連
の
絵
画
資
料
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
資
料
を
比
較
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
詳
細
に
そ
の
動
態
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
、

「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
の
絵
尽
し
は
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
東
京
誌
料
文

庫
所
蔵
か
ら
く
り
絵
本
『
機
関
千
種
の
実
生
』
の
「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」、

東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
絵
尽
し
『
身
延
山
恵
方
伝
記
』
所
収
「
と
ほ
る
の

か
ら
く
り
と
能

｜
「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
を
中
心
に
｜

山

田

和

人



大
臣
」、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
所
蔵
絵
番
付
の
「
融
大
臣
名
月
雛

形
」、
三
井
文
庫
所
蔵
の
一
枚
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
吉
徳
資
料
室
の
絵

尽
し
所
収
の
「
融
大
臣
三
日
月
目
録
」
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、『
機
関
千
種
の
実
生
』
は
、
明
和
四
年
の
か
ら
く

り
絵
本
で
あ
り
、
竹
田
芝
居
の
江
戸
興
行
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
。
辰
松
座
で

の
興
行
で
あ
る
。
ま
た
、『
身
延
山
恵
方
伝
記
』
は
、
享
和
年
間
か
ら
文
化
年

間
。
大
坂
竹
田
か
（『
歌
舞
伎
絵
尽
し
年
表
』）
と
さ
れ
て
い
る
。
東
京
大
学
霞

亭
文
庫
所
蔵
絵
番
付
は
、
明
和
四
年
九
月
、
竹
田
芝
居
に
よ
る
大
坂
の
興
行
で

あ
る
（
鶴
見
誠
氏
「
並
木
正
三
と
『
か
ら
く
り
』
の
関
係
『
白
百
合
女
子
大
学

研
究
紀
要
』
七
号

一
九
七
一
年
三
月
）。
こ
れ
の
み
本
文
を
と
も
な
わ
な
い
。

吉
徳
資
料
室
所
蔵
絵
尽
し
の
「
融
大
臣
三
日
月
目
録
」
は
、
寛
政
二
年
の
竹
田

芝
居
の
江
戸
下
り
の
興
行
で
、
薩
摩
座
で
の
上
演
で
あ
る
。
三
井
文
庫
所
蔵
の

一
枚
と
同
版
で
あ
り
、
三
井
文
庫
本
が
吉
徳
資
料
室
の
三
枚
続
き
の
絵
尽
し
の

う
ち
の
最
終
丁
に
あ
た
る
。

こ
れ
ら
四
点
の
絵
画
資
料
か
ら
う
か
が
い
し
れ
る
融
大
臣
の
か
ら
く
り
の
動

態
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
、
絵
画
資
料
の
絵
と
本
文

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
絵
画
資
料
の
絵
と
本
文
を
掲
げ
て
お
く
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
か
ら
く
り
絵
本
『
機
関
千
種
の
実
生
』
の
「
融

大
臣
三
日
月
雛
形
」

＊
さ
て
此
さ
い
く
は
と
ほ
る
の
を
と
ゝ
ち
か
の
し
ほ
か
ま
を
う
つ
し
ま

し
た
る
し
ゆ
こ
う

さ
い
し
よ
は
し
ほ
く
み
の
人
き
や
う
う
た
に
あ
は
せ
み
ぶ
り
が
ご
ざ
り

ま
すそ

れ
よ
り
ま
へ
な
る
水
ふ
ね
へ
わ
た
り
ま
し
て
し
ほ
を
く
み
ま
し
て

ま
た
人
き
や
う
は
も
と
の
だ
い
へ
も
ど
り
ま
す
れ
は

か
の
人
き
や
う
と

ほ
る
の
お
と
ゞ
と
か
は
り
ま
し
て

う
た
ひ
の
き
り
ま
ひ
の
て
い
が
ご
ざ

り
ま
す
る

＊
さ
て
ま
へ
な
る
水
舟
は
お
の
れ
と
か
た
ぶ
き
ま
す
れ
ば

み
づ
は
こ

と

く
こ
ぼ
れ
ま
し
て
う
ち
よ
り
あ
ま
た
う
を
が
な
が
れ
ま
す
る

＊
木
々
の
か
ゝ
り
ま
し
た
る
く
も
ま
よ
り
三
日
月
か
あ
ら
は
れ
ま
す
る

＊
さ
て
木
の
間
に
あ
ら
は
れ
た
る
三
日
月
は
ゆ
み
と
な
り
お
の
れ
と
つ

る
を
は
り
ま
す
る
れ
は
雲
上
の
ひ
て
う
は
弓
の
か
げ
か
と
う
た
が
ふ
て
い

に
ご
ざ
り
ま
す

そ
れ
よ
り
と
ほ
る
の
人
き
や
う
た
ゝ
み
ま
す
れ
は
ま
ん
月
と
あ
ら
は
れ

上
よ
り
く
も
が
下
り
ま
し
て
上
へ
あ
が
り
ま
す

＊
さ
て
上
へ
あ
が
り
ま
し
た
る
月
だ
ん

と
大
き
く
な
り
ま
し
て
月

宮
殿
が
あ
ら
は
れ
ま
す

＊
こ
な
た
の
三
日
月
は
舟
と
な
り
中
よ
り
ほ
が
あ
が
り
ま
す

お
な
し

か
ら
く
り
と
能

三
八



か
ら
く
り
と
能

三
九
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く
う
さ
き
が
あ
ら
は
れ
て
舟
を
こ
ぎ
ま
す
る

吉
徳
資
料
室
所
蔵
絵
尽
し
「
融
大
臣
三
日
月
目
録
」

＊
最
初
ま
へ
な
る
水
ふ
ね
の
中
を
あ
ら
た
め
水
を
入
お
く

扨
あ
ま
の
人
形
は
し
ほ
を
く
む
は
た
ら
き
あ
り
て

後
あ
ま
の
人
形
は

と
を
る
の
お
と
ゝ
の
す
が
た
と
な
り
て
い
ろ

は
た
ら
き
あ
る

後
も
み
ぢ
の
ゑ
だ
よ
り
に
ぢ
の
か
け
は
し
さ
か
る

お
と
ゞ
人
形
は
月

と
け
し

か
け
ば
し
ニ
う
つ
り
そ
ら
へ
の
ぼ
る

＊
三
日
月
あ
ら
わ
る
ゝ
そ
の
か
た
ち
つ
り
ば
り
と
な
る

＊
水
ふ
ね
中
に
う
を
お
ゝ
く
わ
き
い
づ
る
か
ら
く
り

た
ん

と
月

は
ま
ん
げ
つ
と
成
か
ら
く
り

＊
三
日
月
ゆ
み
と
な
る

矢
を
は
な
せ
は
こ
な
た
の
枝
よ
り
と
り
あ
ま

た
と
び
さ
る

其
後
三
日
月
ふ
ね
と
な
る

中
よ
り
う
さ
ぎ
あ
ら
は
れ

ほ
を
あ
け
そ
ら
よ
り
ぶ
た
ひ
へ
う
つ
り
は
し
り
入
ル

東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
絵
尽
し
『
身
延
山
恵
方
伝
記
』
所
収
「
と
ほ
る

の
大
臣
」＊

し
つ
の
め
の
人
ぎ
や
う
ま
へ
な
る
汐
を
く
み
上
ル
は
た
ら
き
あ
り

の
ち
と
ほ
る
の
大
臣
と
な
る

う
た
ひ
に
あ
は
せ
は
た
ら
き
さ
ま

あ

り

の
ち
月
り
ん
と
な
□
そ
ら
よ
り
に
ぢ
の
か
け
は
し
さ
が
る

月
り
ん

其
は
し
を
わ
た
り
そ
ら
へ
あ
が
る
か
ら
く
り

＊
月
ゆ
み
と
な
り
て
や
を
は
な
つ

も
み
ぢ
の
ゑ
た
よ
り
す
ゞ
め
お
ど

か
ら
く
り
と
能

四
〇

吉徳資料室所蔵絵尽し



か
ら
く
り
と
能

四
一

ろ
き
□
ひ
さ
る

＊
ま
へ
な
る
は
こ
を
は
し
め
あ
ら
た
め
水
を
入
お
け
は

の
ち
に
う
を

あ
ま
た
わ
き
い
つ
る
か
ら
く
り

＊
半
月
ふ
ね
と
な
る

お
り
て
ほ
を
あ
け
て
は
し
る

三
、
謡
曲
本
文
と
の
対
応
関
係

こ
の
か
ら
く
り
が
、
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
た
も
の
か
、
詳
細
に
比
較
し
て

い
き
た
い
。

記
述
が
最
も
詳
細
に
わ
た
る
の
は
、『
機
関
千
種
の
実
生
』
の
「
融
大
臣
三

日
月
雛
形
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
本
に
他
の
資
料
と
比
較
検
討
し
て
い
く
。

こ
の
か
ら
く
り
は
、
能
『
融
』
を
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
謡
に

あ
わ
せ
て
所
作
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
本
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
謡
曲
の
本
文
と
の
対
応
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
汐
汲
の
娘
人
形
の
所
作
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
本
文
を
掲

げ
る
。

謡
曲
で
は
、
汐
汲
の
老
人
が
、
掛
け
合
い
の
謡
に
合
わ
せ
て
名
所
を
教
え
、

地
謡
に
な
る
と
シ
テ
が
田
子
を
担
げ
て
潮
を
組
ん
だ
後
に
、
舞
台
を
回
り
中
央

で
田
子
を
捨
て
て
中
入
り
す
る
。
ち
ょ
う
ど
、
中
入
り
の
直
前
の
ロ
ン
ギ
の
部

分
で
あ
る
（
以
下
、
謡
曲
本
文
は
、
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
謡
曲
集

二
所
収
寛
永
六
年
刊
『
寛
永
卯
月
月
本
』
を
使
用
し
た
）。

東京大学総合図書館所蔵絵尽くし



地
謡

眺
め
や
る
、
そ
な
た
の
空
は
白
雲
の
、
は
や
暮
れ
初
む
る
遠
山

の
、
峰
も
木
深
く
見
え
た
る
は
、
い
か
な
る
所
な
る
ら
ん
。

シ
テ

あ
れ
こ
そ
大
原
や
、
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
、
御
覧
じ
初
め

つ
ら
め
。
な
ほ
な
ほ
問
は
せ
給
へ
や
。

地
謡

聞
く
に
つ
け
て
も
秋
の
風
、
吹
く
方
な
れ
や
峰
続
き
、
西
に
見

ゆ
る
は
い
づ
く
ぞ
。

シ
テ

秋
も
は
や
、
秋
も
は
や
、
半
ば
更
け
行
く
松
の
尾
の
、
嵐
山
も

見
え
た
り
。

地
謡

嵐
更
け
行
く
秋
の
夜
の
、
空
澄
み
昇
る
月
影
に
、

シ
テ

さ
す
汐
時
も
は
や
過
ぎ
て
、

地
謡

隙
も
惜
し
照
る
月
に
愛
で
、

シ
テ

興
に
乗
じ
て

地
謡

身
を
ば
げ
に
、
忘
れ
た
り
秋
の
夜
の
、
長
物
語
よ
し
な
や
、
ま

づ
い
ざ
や
汐
を
汲
ま
ん
と
て
、
持
つ
や
田
子
の
浦
、
東
か
ら
げ
の
汐
衣
、

汲
め
ば
月
を
も
袖
に
望
汐
の
、
汀
に
帰
る
波
の
夜
の
、
老
人
と
見
え
つ
る

が
、
汐
曇
り
に
か
き
紛
れ
て
、
跡
も
見
え
ず
な
り
に
け
り
、
跡
を
も
見
せ

ず
な
り
に
け
り
。

こ
の
謡
に
合
わ
せ
て
、
汐
汲
の
老
人
で
は
な
く
娘
人
形
が
所
作
を
し
て
、
か

ら
く
り
台
の
前
に
設
け
ら
れ
た
水
槽
と
の
間
の
橋
懸
か
り
で
汐
汲
の
振
り
を
見

せ
た
後
、
も
と
の
か
ら
く
り
台
に
戻
っ
て
い
く
と
い
う
動
き
が
振
り
付
け
ら
れ

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

続
い
て
、
後
ジ
テ
が
登
場
し
て
、
塩
竃
の
景
を
移
し
た
河
原
の
院
の
昔
を
偲

び
、
月
の
光
の
下
で
舞
を
舞
っ
て
月
の
都
へ
と
去
っ
て
い
く
と
い
う
終
末
部
で

あ
る
。
能
の
出
端
、
早
舞
に
相
当
す
る
場
面
で
あ
る
。

出
端

シ
テ

忘
れ
て
年
を
経
し
も
の
を
、
ま
た
古
に
帰
る
波
の
、
満
つ
塩
竃

の
浦
人
の
、
今
宵
の
月
を
陸
奥
の
、
千
賀
の
浦
曲
も
遠
き
世
に
、
そ
の
名

を
残
す
公
卿
、
融
の
大
臣
と
は
わ
が
事
な
り
。
わ
れ
塩
竃
の
浦
に
心
を
寄

せ
、
あ
の
籬
が
島
の
松
蔭
に
、
明
月
に
舟
を
浮
べ
、
月
宮
殿
の
白
衣
の
袖

も
、
三
五
夜
中
の
新
月
の
色
。

シ
テ

千
重
振
る
や
、
雪
を
廻
ら
す
雲
の
袖
、

地
謡

さ
す
や
桂
の
枝
々
に
、

シ
テ

光
を
花
と
、
散
ら
す
よ
そ
ほ
ひ
。

地
謡

こ
こ
に
も
名
に
立
つ
白
河
の
波
の
、

シ
テ

あ
ら
面
白
や
曲
水
の
盃
、
受
け
た
り
受
け
た
り
遊
舞
の
袖
。

早
舞

地
謡

あ
ら
面
白
の
遊
楽
や
、
そ
も
明
月
の
そ
の
中
に
、
ま
だ
初
月
の

宵
々
に
、
影
も
姿
も
少
き
は
、
い
か
な
る
謂
れ
な
る
ら
ん
。

シ
テ

そ
れ
は
西
岫
に
、
入
日
の
い
ま
だ
近
け
れ
ば
、
そ
の
影
に
隠
さ

る
る
、
た
と
へ
ば
月
の
あ
る
夜
は
、
星
の
薄
き
が
ご
と
く
な
り
。

か
ら
く
り
と
能

四
二



地
謡

青
陽
の
春
の
初
め
に
は
、

シ
テ

霞
む
夕
の
遠
山
、

地
謡

黛
の
色
に
三
日
月
の
、

シ
テ

影
を
舟
に
も
た
と
へ
た
り

地
謡

ま
た
水
中
の
遊
魚
は
、

シ
テ

鉤
と
疑
ふ
。

地
謡

雲
上
の
飛
鳥
は
、

シ
テ

弓
の
影
と
も
驚
く
。

地
謡

一
輪
も
降
ら
ず
、

シ
テ

万
水
も
昇
ら
ず
、

地
謡

鳥
は
池
辺
の
樹
に
宿
し
、

シ
テ

魚
は
月
下
の
波
に
臥
す
。

地
謡

聞
く
と
も
飽
か
じ
秋
の
夜
の
、

シ
テ

鳥
も
鳴
き
、

地
謡

鐘
も
聞
え
て
、

シ
テ

月
も
は
や
、

地
謡

影
か
た
ぶ
き
て
明
け
方
の
、
雲
と
な
り
雨
と
な
る
。
こ
の
光
陰

に
誘
は
れ
て
、
月
の
都
に
、
入
り
給
ふ
よ
そ
ほ
ひ
、
あ
ら
名
残
惜
し
の
面

影
や
、
名
残
惜
し
の
面
影
。

か
ら
く
り
と
能

四
三

四
、
謡
曲
と
か
ら
く
り
の
動
態

汐
汲
の
娘
人
形
か
ら
融
大
臣
に
変
身
し
て
、「
う
た
ひ
の
き
り
ま
ひ
の
て

い
」
を
演
じ
る
と
あ
り
、
早
舞
の
部
分
を
演
じ
る
も
の
か
と
思
う
。
か
ら
く
り

は
、
謡
曲
の
詞
章
に
当
込
ん
で
振
付
け
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
の
場

合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
箇
所
の
詞
章
に
注
目
し

て
み
る
と
、「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
の
演
技
・
演
出
を
推
測
す
る
手
が
か
り

に
な
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
か
ら
く
り
は
、
ふ
た
つ
の
か
ら
く
り
台
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ

は
、
籬
が
島
を
模
し
た
松
に
紅
葉
を
配
し
た
か
ら
く
り
台
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
は
、
そ
の
前
に
置
か
れ
た
水
槽
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
水
槽
を
配
し
て
あ
る

の
か
。
こ
れ
は
、
最
初
に
口
上
人
が
水
槽
の
中
を
見
物
に
改
め
さ
せ
て
中
に
何

も
な
い
こ
と
を
見
せ
て
お
い
て
、
そ
の
後
、
こ
の
水
槽
か
ら
魚
が
た
く
さ
ん
湧

き
出
し
て
く
る
と
い
う
趣
向
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
魚
が
湧
き
出
し
て
く
る
か
ら

く
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、「
ま
た

水
中
の
遊
魚
は
、
鉤
と
疑
ふ
」
の
詞
章
に
連
動
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
い
や
、

こ
の
詞
章
に
当
込
む
こ
と
で
、
魚
の
湧
出
す
る
か
ら
く
り
を
組
み
込
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
詞
章
中
に
「
鉤
」
が
出
て
く
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
月
が
「
釣
針
」
の
か
た
ち
に
変
化
す
る
と
い
う
か



ら
く
り
が
、
吉
徳
資
料
室
の
絵
尽
し
の
本
文
と
東
大
霞
亭
文
庫
の
絵
番
付
の
絵

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
月
が
釣
針
に
変
化
す
る
と
い
う
、
か

ら
く
り
を
設
け
た
理
由
が
こ
の
詞
章
の
当
込
み
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、

こ
の
趣
向
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
か
ら
く
り
は
連
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
謡
曲
の
本
文
に
対
応
さ
せ
て
か
ら
く
り
の

演
技
・
演
出
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

月
が
弓
に
変
化
し
て
、
弦
に
張
っ
た
矢
が
紅
葉
の
枝
に
当
た
る
と
、
鳥

（『
身
延
山
恵
方
伝
記
』
に
は
雀
と
あ
る
）
が
飛
び
去
る
か
ら
く
り
が
あ
る
。
こ

れ
も
、
先
の
詞
章
に
続
け
て
、「
雲
上
の
飛
鳥
は
、
弓
の
影
と
も
驚
く
。」
の
詞

章
を
当
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
機
関
千
種
の
実
生
』

の
本
文
中
に
「
雲
上
の
ひ
て
う
は
弓
の
か
げ
か
と
う
た
が
ふ
て
い
」
と
あ
り
、

こ
の
か
ら
く
り
が
謡
曲
の
詞
章
を
当
込
ん
で
、
弓
を
射
る
か
ら
く
り
が
演
じ
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
謡
曲
の
詞
章
を
当
込
ん
で
か
ら
く
り
を
構
想
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
か
ら
く
り
の
本
文
中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
先
の
詞
章
に

続
く
、
鳥
の
鳴
き
声
（「
鳥
も
鳴
き
」）、
鐘
の
声
（「
鐘
も
聞
え
て
」）
が
響
き
、

雲
が
出
て
、
雨
が
降
る
（「
雲
と
な
り
、
雨
と
な
る
」）
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ

た
可
能
性
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
雲
が
雨
を
降
ら
す
か
ら
く
り
は
、

浄
瑠
璃
作
品
の
挿
絵
な
ど
に
も
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
お
決
ま
り
の
か
ら
く
り

と
言
え
る
。

か
ら
く
り
と
能

四
四
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最
後
に
融
の
大
臣
が
月
の
都
に
消
え
て
い
く
と
い
う
場
面
に
な
る
が
、
か
ら

く
り
で
は
、
す
で
に
融
の
大
臣
は
、
月
へ
と
姿
を
変
じ
て
い
る
。『
機
関
千
種

の
実
生
』
で
は
、「
と
ほ
る
の
人
き
や
う
た
ゝ
み
ま
す
れ
は
ま
ん
月
と
あ
ら
は

れ
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
融
の
大
臣
の
人
形
の
上
半
身
が
後
方
か
前
方
に
折

り
畳
ま
れ
て
布
を
張
る
か
た
ち
で
満
月
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う

「
た
た
み
ま
す
れ
は
」
は
、
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
に
も
、
同
様
の
表
現

が
あ
り
、
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
竹
田
か
ら
く
り
の
現
存
例

と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
傀
儡
師
」
の
実
例
で
は
、
傀
儡
師
の
上
半
身
が
首
掛
け

の
箱
の
中
に
折
り
畳
ま
れ
て
収
納
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
融
の
大
臣

の
人
形
も
そ
う
し
た
か
た
ち
で
変
化
し
た
も
の
か
と
想
像
さ
れ
る
。

融
の
大
臣
が
変
化
し
た
、
そ
の
月
の
な
か
に
月
宮
殿
が
現
わ
れ
る
か
ら
く
り

が
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
文
字
通
り
、「
月
の
都
」
へ
消
え
て
い
く
と
い

う
謡
曲
の
結
構
を
転
じ
た
、
か
ら
く
り
版
の
趣
向
で
あ
っ
た
。

謡
曲
で
は
、
前
後
の
二
場
と
も
に
月
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
か
ら
く
り
で

も
、
月
が
釣
針
に
な
り
、
弓
に
な
り
、
舟
に
な
り
、
月
宮
殿
が
月
の
な
か
に
現

わ
れ
る
な
ど
、
月
の
変
化
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

変
化
が
謡
曲
の
詞
章
に
当
込
ま
れ
て
演
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
月
が
舟
に
な
り
、
兎
が
舟
を
漕
ぎ
、
そ
の
舟
が
舞
台
に
降
り
て
走
る

と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
月
を
中
心
に
据
え
た
か
ら
く
り
版
融
の
大
臣
の
ラ
ス

ト
シ
ー
ン
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
。
当
時
の
人
々
の
身
近
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

か
ら
く
り
と
能

四
五

の
兎
と
月
、
そ
の
兎
が
月
の
変
じ
た
舟
を
漕
ぐ
と
い
う
の
は
い
か
に
も
楽
し
い
。

五
、「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
の
動
態

以
上
の
考
察
を
受
け
て
、
こ
の
か
ら
く
り
の
動
態
を
推
測
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
こ
の
か
ら
く
り
の
細
工
は
、
能
『
融
』
に
因
ん
で
、
千
賀
の
鹽
釜
を
六

条
河
原
の
院
に
写
し
た
と
い
う
説
話
に
基
づ
い
て
趣
向
を
構
え
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
此
さ
い
く
は
と
ほ
る
の
を
と
ゝ
ち
か
の
し
ほ
か
ま
を
う
つ
し
ま
し
た
る

し
ゆ
こ
う
（
都
立
中
央
・
千
種
）

二
、
最
初
に
、
か
ら
く
り
台
の
前
に
水
舟
の
中
を
見
物
に
何
の
仕
掛
け
も
な

い
こ
と
を
見
せ
て
お
く
。
や
が
て
、
こ
の
水
槽
か
ら
魚
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る

と
い
う
か
ら
く
り
の
前
フ
リ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
ら
く
り
が
始
ま
る
前
に
口

上
人
が
扇
を
逆
さ
に
し
て
見
物
に
弁
舌
さ
わ
や
か
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
初
ま
へ
な
る
水
ふ
ね
の
中
を
あ
ら
た
め
水
を
入
お
く
（
吉
徳
・
絵
尽
し
）

ま
へ
な
る
は
こ
を
は
し
め
あ
ら
た
め
水
を
入
お
け
は
（
霞
亭
・
絵
番
付
）

三
、
汐
汲
の
娘
人
形
が
唄
に
合
わ
せ
て
踊
り
の
所
作
を
し
て
、
そ
の
後
、
娘

人
形
は
、
台
か
ら
水
舟
の
前
へ
と
進
み
、
汐
汲
の
所
作
を
し
て
、
も
と
の
か

ら
く
り
台
へ
と
も
ど
る
。
娘
人
形
は
、
融
大
臣
人
形
に
変
身
し
て
、
能
の
切
り

舞
を
演
じ
る
。

さ
い
し
よ
は
し
ほ
く
み
の
人
き
や
う
う
た
に
あ
は
せ
み
ぶ
り
が
ご
ざ
り
ま



すそ
れ
よ
り
ま
へ
な
る
水
ふ
ね
へ
わ
た
り
ま
し
て
し
ほ
を
く
み
ま
し
て

ま

た
人
き
や
う
は
も
と
の
だ
い
へ
も
ど
り
ま
す
れ
は

か
の
人
き
や
う
と
ほ

る
の
お
と
ゞ
と
か
は
り
ま
し
て

う
た
ひ
の
き
り
ま
ひ
の
て
い
が
ご
ざ
り

ま
す
る
（
都
立
中
央
・
千
種
）

扨
あ
ま
の
人
形
は
し
ほ
を
く
む
は
た
ら
き
あ
り
て

後
あ
ま
の
人
形
は
と

を
る
の
お
と
ゝ
の
す
が
た
と
な
り
て
い
ろ

は
た
ら
き
あ
る
（
吉
徳
・

絵
尽
し
）

し
つ
の
め
の
人
ぎ
や
う
ま
へ
な
る
汐
を
く
み
上
ル
は
た
ら
き
あ
り

の
ち
と
ほ
る
の
大
臣
と
な
る

う
た
ひ
に
あ
は
せ
は
た
ら
き
さ
ま

あ

り
（
東
大
・
身
延
山
）

四
、
木
々
の
間
か
ら
三
日
月
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
か
た
ち
が
や
が
て
釣

針
の
か
た
ち
と
な
る
。
そ
れ
と
連
動
し
て
水
舟
か
ら
魚
が
湧
き
出
す
の
で
あ
ろ

う
。

木
々
の
か
ゝ
り
ま
し
た
る
く
も
ま
よ
り
三
日
月
か
あ
ら
は
れ
ま
す
る
（
都

立
中
央
・
千
種
）

三
日
月
あ
ら
わ
る
ゝ
そ
の
か
た
ち
つ
り
ば
り
と
な
る
（
吉
徳
・
絵
尽
し
）

本
文
に
は
な
い
が
、
絵
の
な
か
に
月
が
釣
り
針
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
唯

一
描
か
れ
て
い
る
（
東
大
霞
亭
・
絵
番
付
）

五
、
水
槽
の
中
に
は
、
何
も
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
く
さ
ん
の
魚
が
わ
き
出
て
く
る
。
水
槽
が
自
ず
と
傾
い
て
自
然
に
水
が
こ
ぼ

れ
出
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
ま
へ
な
る
水
舟
は
お
の
れ
と
か
た
ぶ
き
ま
す
れ
ば

み
づ
は
こ
と

く
こ
ぼ
れ
ま
し
て
う
ち
よ
り
あ
ま
た
う
を
が
な
が
れ
ま
す
る
（
都
立

中
央
・
千
種
）

水
ふ
ね
中
に
う
を
お
ゝ
く
わ
き
い
づ
る
か
ら
く
り

の
ち
に
う
を
あ
ま
た
わ
き
い
つ
る
か
ら
く
り
（
東
大
・
身
延
山
）

六
、
三
日
月
が
弓
と
な
り
、
自
ず
と
弦
を
張
り
、
矢
を
放
つ
と
、
紅
葉
の
枝

か
ら
雀
が
驚
き
飛
び
去
る
（
こ
の
後
、
鳥
の
鳴
き
声
、
鐘
の
声
が
響
き
、
雲
が

出
て
、
雨
が
降
る
か
）。

さ
て
木
の
間
に
あ
ら
は
れ
た
る
三
日
月
は
ゆ
み
と
な
り
お
の
れ
と
つ
る
を

は
り
ま
す
る
れ
は
雲
上
の
ひ
て
う
は
弓
の
か
げ
か
と
う
た
が
ふ
て
い
に
ご

ざ
り
ま
す
（
都
立
中
央
・
千
種
）

三
日
月
ゆ
み
と
な
る

矢
を
は
な
せ
は
こ
な
た
の
枝
よ
り
と
り
あ
ま
た
と

び
さ
る
（
吉
徳
・
絵
尽
し
）

月
ゆ
み
と
な
り
て
や
を
は
な
つ

も
み
ぢ
の
ゑ
た
よ
り
す
ゞ
め
お
ど
ろ
き

□
ひ
さ
る
（
東
大
・
身
延
山
）

七
、
紅
葉
の
枝
か
ら
虹
の
掛
け
橋
が
下
が
っ
て
く
る
。
大
臣
人
形
は
体
が
畳

み
込
ま
れ
て
満
月
と
な
り
、
月
は
掛
け
橋
を
渡
っ
て
上
っ
て
い
く
。
掛
け
橋
の

雲
は
月
を
引
き
上
げ
る
た
め
の
装
置
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

か
ら
く
り
と
能

四
六



そ
れ
よ
り
と
ほ
る
の
人
き
や
う
た
ゝ
み
ま
す
れ
は
ま
ん
月
と
あ
ら
は
れ

上
よ
り
く
も
が
下
り
ま
し
て
上
へ
あ
が
り
ま
す
（
都
立
中
央
・
千
種
）

後
も
み
ぢ
の
ゑ
だ
よ
り
に
ぢ
の
か
け
は
し
さ
か
る

お
と
ゞ
人
形
は
月
と

け
し

か
け
ば
し
ニ
う
つ
り
そ
ら
へ
の
ぼ
る
（
吉
徳
・
絵
尽
し
）

の
ち
月
り
ん
と
な
□
そ
ら
よ
り
に
ぢ
の
か
け
は
し
さ
が
る

月
り
ん
其
は

し
を
わ
た
り
そ
ら
へ
あ
が
る
か
ら
く
り
（
東
大
・
身
延
山
）

八
、
大
臣
人
形
が
化
し
た
満
月
の
な
か
に
「
月
宮
殿
」
が
現
わ
れ
る
。

さ
て
上
へ
あ
が
り
ま
し
た
る
月
だ
ん

と
大
き
く
な
り
ま
し
て
月
宮
殿

が
あ
ら
は
れ
ま
す
（
都
立
中
央
・
千
種
）

九
、
釣
針
と
な
っ
て
い
た
三
日
月
は
、
舟
と
な
っ
て
帆
が
あ
が
る
。
兎
が
現

わ
れ
て
舟
を
漕
ぐ
演
出
も
あ
っ
た
。
こ
の
舟
が
や
が
て
舞
台
に
降
り
て
走
る
。

こ
な
た
の
三
日
月
は
舟
と
な
り
中
よ
り
ほ
が
あ
が
り
ま
す

お
な
し
く
う

さ
き
が
あ
ら
は
れ
て
舟
を
こ
ぎ
ま
す
る
（
都
立
中
央
・
千
種
）

其
後
三
日
月
ふ
ね
と
な
る

中
よ
り
う
さ
ぎ
あ
ら
は
れ

ほ
を
あ
け
そ
ら

よ
り
ぶ
た
ひ
へ
う
つ
り
は
し
り
入
ル
（
吉
徳
・
絵
尽
し
）

半
月
ふ
ね
と
な
る

お
り
て
ほ
を
あ
け
て
は
し
る
（
東
大
・
身
延
山
）

お
わ
り
に

謡
曲
に
取
材
し
た
か
ら
く
り
の
演
技
・
演
目
の
な
か
に
は
、
今
回
取
り
あ
げ

た
融
の
大
臣
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
詞
章
を
当
込
み
、
全
体
の
趣
向
を
換
骨

か
ら
く
り
と
能

四
七

奪
胎
し
て
い
く
手
法
を
と
る
も
の
も
多
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
謡
曲
の
詞
章
が

か
ら
く
り
の
演
技
・
演
出
を
探
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
と
な
る
。

か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
に
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
く
り
や
そ
の
動
き
を
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
想
定
し

な
が
ら
比
較
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
か
ら
く
り
の
動
態
研
究
が
深
ま

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
、
写
真
掲
載
を
御
快
諾
い
た
だ
い
た
関
係
諸
機
関
に
深
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
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