
○
い
か
れ
る
こ
と
に
は
、
と
を
る
の
を
と
§
の
能
に
、
鬼
に
成
て
大
臣
を
責

、
、
、
、
、
、

む
る
と
云
能
に
、
ゆ
ら
り
き
、
Ｊ
、
と
し
、
大
に
な
り
、
砕
動
風
な
ど
に
は
、

、
、
、

ほ
ろ
り
と
、
ふ
り
解
き
Ｉ
、
せ
ら
れ
し
也
（
傍
点
筆
者
。
以
下
同
じ
）
〈
申
楽

談
儀
（
以
下
「
談
儀
」
と
略
称
す
る
）
〉
。

、
、
、

○
う
か
ひ
の
は
じ
め
の
音
曲
は
、
殊
に
観
阿
の
音
曲
を
う
つ
す
。
く
ち
び

る
に
て
か
る
み
、
と
い
ふ
こ
と
、
彼
か
良
り
也
ｌ
中
略
ｌ
後
の
鬼
も
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

観
阿
、
と
を
る
の
を
と
Ｎ
の
能
の
後
の
鬼
を
う
つ
す
也
・

彼
鬼
の
む
き
は
、
む
か
し
む
ま
の
四
郎
の
鬼
也
。
観
阿
も
か
れ
を
ま
な

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

ぶ
と
申
さ
れ
け
る
也
。
さ
ら
り
き
，
／
、
と
、
お
ふ
や
う
‐
Ｉ
、
と
、
ゆ
ら
め

い
た
る
躰
也
〈
談
儀
〉
。

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

ⅡI

も
ぐ
る
く

は
し
が
き
・

古
曲
「
融
の
大
臣
」
の
復
元

現
行
曲
「
融
」
の
素
性

は
し
が
き

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

Ｉ
続
・
大
和
申
楽
の
芸
質
Ｉ

P

Ⅷ
《
頑
’
つ
づ
イ
、

’
一
〉
・
〕

古
曲
融
と
現
行
融
と
は
、
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
古
曲

は
ど
ん
な
曲
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
曲
の
本
文
が
ぜ
ん
ぜ
ん
伝
わ
ら
な
い

こ
ん
に
ち
、
そ
の
間
の
事
情
は
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
。
分
か
る

一
五

談
儀
か
ら
う
か
が
う
と
、
観
阿
時
代
の
融
は
、
こ
う
し
た
鬼
能
で
あ
っ
た
。

現
行
の
融
は
、
前
段
の
望
憶
と
い
い
、
後
段
の
遊
舞
と
い
い
、
む
し
ろ
夢
幻

的
情
趣
を
基
調
と
す
る
。
融
の
古
曲
と
現
行
曲
と
の
間
に
は
、
だ
か
ら
、
か

な
り
の
距
離
が
あ
る
。
年
来
、
大
和
申
楽
の
「
も
の
ま
ね
か
ら
幽
玄
へ
」
と

い
う
芸
の
流
れ
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
わ
た
し
が
、
こ
と
に
鬼
の
昇
華
と
い
う

問
題
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
契
機
を
な
す
。
本
稿
で
は
、
古
曲
融

か
ら
現
行
融
ま
で
、
く
わ
し
く
は
、
古
体
の
鬼
か
ら
高
貴
な
公
家
の
風
体
ま

で
、
そ
の
間
に
散
在
す
る
作
品
を
た
よ
り
に
、
鬼
物
の
軌
跡
を
描
き
、
そ
の

昇
華
の
系
譜
を
立
て
て
み
た
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
旧
稿
「
大
和
申
楽

の
芸
質
」
（
じ
っ
は
、
つ
と
に
、
こ
の
稿
じ
た
い
、
部
分
的
修
正
の
要
を
感
じ
て
い
る

の
だ
が
）
の
、
い
わ
ば
続
篇
で
あ
り
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
総
括
さ
れ

る
べ
き
一
章
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

味
i

方
》

健



の
は
、
両
曲
に
融
の
大
臣
が
登
場
す
る
こ
と
と
、
風
趣
が
両
曲
あ
い
異
る
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
新
旧
別
曲
か
、
改
作
・
原
作
の
関
係
な
の

か
、
い
ち
が
い
に
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
夕
顔
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
夕
顔
と

半
蔀
と
は
別
曲
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
作
者
付
を
並
べ
て
読
む
と
、

両
曲
と
も
「
夕
顔
（
貌
）
」
と
称
せ
ら
れ
た
時
期
が
な
い
で
は
な
い
ら
し
い
・

同
じ
六
条
御
息
所
を
扱
い
な
が
ら
、
葵
上
と
野
宮
に
至
っ
て
は
、
風
趣
の
相

違
も
は
な
は
だ
し
く
、
姉
妹
曲
と
も
い
え
な
い
。
一
方
、
世
阿
当
時
に
改
作

例
も
少
く
な
い
・
部
分
的
演
出
に
上
演
の
都
度
手
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
以
外
に
、
根
本
的
改
作
だ
っ
て
珍
し
く
な
い
。
嵯
峨
物
狂
↓
百
万
、
笛
物

狂
↓
丹
後
物
狂
と
い
う
改
作
例
を
は
じ
め
、
静
・
自
然
居
士
・
佐
野
の
船
橋

①

な
ど
は
、
一
つ
の
名
の
も
と
に
新
旧
両
作
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

融
の
新
旧
両
作
を
改
作
・
原
作
の
関
係
と
考
え
る
も
の
と
し
て
は
、
お
そ

ら
く
寛
文
ご
ろ
に
、
そ
の
第
一
回
が
公
儀
に
提
出
さ
れ
た
ら
し
い
観
世
大
夫

害
上
が
あ
る
。
同
書
上
は
、
融
を
松
風
村
雨
な
ど
と
と
も
に
「
観
阿
弥
世
阿

弥
両
作
之
分
」
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
同
書
上
を
一
覧
す
る
と
、
談
儀
・

五
音
の
記
載
を
立
体
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
、

こ
れ
は
、
談
儀
の
、
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
記
載
と
塩
竈
（
現
行
融
の
古
名
。
後

出
）
を
「
世
子
作
」
と
す
る
記
載
と
を
立
体
的
に
理
解
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
。
近
く
、
佐
成
謙
太
郎
氏
も
「
も
と
は
今
昔
物
語
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
や

う
な
融
が
幽
鬼
と
な
っ
て
現
れ
る
曲
で
あ
っ
た
の
を
、
世
阿
弥
が
現
行
曲
の

②

如
き
も
の
に
改
作
し
た
の
で
な
か
ら
う
か
」
と
い
う
お
考
え
で
あ
る
。

能
勢
朝
次
博
士
は
、
言
上
を
批
判
し
て
、
世
阿
弥
作
の
融
と
「
観
阿
弥
作

③

の
「
融
の
大
臣
の
能
」
と
の
関
係
の
交
錯
か
ら
生
じ
た
誤
で
あ
ら
う
」
と
い

寺
炉

〆
、
戸
，
ｂ
ｒ
今

わ
れ
、
小
山
弘
志
氏
も
「
「
融
の
大
臣
の
能
』
は
…
．
：
観
阿
弥
作
で
、
後
シ

テ
が
鬼
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
行
一
「
融
」
と
は
別
曲
で
あ

④
る
」
と
い
わ
れ
る
。

具
体
的
な
発
言
と
し
て
は
表
章
氏
の
も
の
と
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲

集
」
上
（
以
下
「
謡
曲
集
」
と
略
称
す
る
）
の
解
説
（
横
道
万
里
雄
氏
か
）
が
注
目

さ
れ
る
。
表
氏
は
、
い
ち
お
う
「
融
の
大
臣
の
能
は
力
動
風
の
鬼
能
だ
っ
た

ら
し
く
、
現
行
曲
の
融
（
世
阿
作
、
古
名
塩
釜
）
と
は
別
の
怯
曲
の
よ
う
で
あ

る
」
と
い
い
つ
つ
、
「
但
し
、
世
阿
弥
自
筆
本
雲
林
院
と
現
行
曲
雲
林
院
と

の
相
違
の
例
の
如
く
、
融
の
大
臣
の
能
の
後
段
の
鬼
が
大
臣
を
責
め
る
段
を

⑤

除
き
、
改
作
し
て
今
の
融
が
で
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
…
・
・
‐
｜
と
い
わ
れ
、

「
謡
曲
集
」
で
は
、
現
行
融
と
「
観
阿
弥
が
好
演
し
た
と
豚
う
鬼
の
能
の

『
融
の
大
臣
』
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
い
、
「
関
係
が
あ
れ
ば
前

⑥

場
の
前
半
だ
ろ
う
」
と
つ
け
加
え
る
。
新
旧
両
曲
の
関
係
は
、
や
は
り
風

体
・
構
成
・
演
出
の
点
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
れ
が
本
稿
の
出
発
で
あ
り
、
終
着
で
も
あ
る
の
だ
。

古
曲
融
の
大
臣
の
類
推
的
復
元
は
、
か
な
ら
ず
し
も
易
し
く
は
な
い
。
ま

ず
、
古
曲
融
の
大
臣
の
能
は
鬼
が
登
場
し
た
。
今
昔
物
語
や
宇
治
拾
遺
物
語

に
は
、
融
に
は
、
大
臣
じ
し
ん
、
死
後
、
幽
鬼
と
な
っ
て
、
出
現
す
る
こ
と

が
見
え
る
の
で
、
鬼
能
と
い
え
ば
、
失
礼
な
が
ら
、
佐
成
氏
や
小
山
氏
の
よ

う
に
、
「
融
が
幽
鬼
と
な
っ
て
現
れ
る
」
と
早
合
点
し
か
ね
な
い
の
だ
が
、

じ
つ
は
、
古
曲
で
は
、
融
は
鬼
に
責
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
談
儀
の
記

Ｉ
古
曲
「
融
の
大
臣
」
の
復
元

＝

参

口壼

h
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三
／、



載
（
本
稿
冒
頭
に
引
用
）
に
拠
る
と
、
「
「
怒
れ
る
こ
と
に
は
』
と
言
っ
て
融
の

大
臣
の
能
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
「
砕
動
風
に
は
』
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、

⑦

融
の
大
臣
の
能
は
力
動
風
の
鬼
だ
っ
た
ら
し
」
く
読
み
と
れ
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
談
儀
の
諸
記
載
を
立
体
的
に
読
ん
で
み
る
。
鵜
飼
は
柏
崎
な
ど

と
と
も
に
、
も
と
は
「
ゑ
な
み
の
左
衛
門
五
郎
作
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

世
阿
が
「
わ
る
き
所
を
ぱ
の
ぞ
き
、
よ
き
こ
と
を
入
れ
」
て
改
作
し
た
の
で
、

現
行
曲
は
「
世
子
の
作
」
と
も
い
い
う
る
。
そ
の
「
は
じ
め
の
音
曲
は
」

「
く
ち
び
る
に
て
か
る
み
～
と
い
ふ
」
「
観
阿
の
音
曲
を
う
つ
す
」
も
の
で

あ
り
、
「
後
の
鬼
も
、
観
阿
と
を
る
の
を
と
貝
の
能
の
鬼
を
う
つ
す
」
の
で

あ
る
。
も
と
に
な
っ
た
融
の
大
臣
の
風
体
は
、
さ
き
ほ
ど
の
同
曲
に
つ
い

て
の
記
載
が
「
ゆ
ら
り
き
Ｊ
１
、
」
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は

「
さ
ら
り
き
ノ
ｆ
、
」
と
し
て
い
た
と
記
す
ｐ
こ
こ
の
「
お
ふ
や
う
，
Ｊ
１
」
が
、

さ
き
の
「
ゆ
ら
り
き
ノ
ー
、
」
に
対
応
す
る
。
「
ユ
ラ
リ
は
大
嵩
な
ど
っ
し
り
し

⑧

た
感
じ
」
、
力
動
風
で
骨
太
の
風
体
で
あ
り
、
「
サ
ラ
リ
は
敏
捷
さ
、
キ
キ
は

③

鋭
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
。
「
さ
ら
り
」
に
つ
い
て
は
、
近
江
の
犬
王
が

得
意
と
し
た
天
女
が
「
さ
ら
り
さ
さ
」
と
し
て
い
た
と
い
う
の
が
プ
ッ
ト
Ⅱ

ノ
ー
ト
と
な
り
う
る
と
思
う
。
し
か
し
、
融
の
大
臣
の
場
合
、
「
さ
ら
り
」

と
あ
れ
ば
と
て
、
か
な
ら
ず
し
も
砕
動
風
の
曲
で
は
な
か
っ
た
。
「
大
臣
を

責
む
る
」
鬼
と
し
て
、
後
に
い
う
ヌ
シ
リ
の
鬼
」
の
ご
と
き
「
さ
ら
り
」

と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
談
儀
に
は
「
鬼

の
能
、
こ
と
さ
ら
当
流
に
か
ば
れ
り
。
ひ
や
う
し
も
、
を
な
じ
も
の
を
、
よ

、
、
、

、
、
、

、
、
、

、

そ
に
は
は
ら
り
と
ふ
む
を
ほ
ろ
り
と
ふ
み
、
よ
そ
に
は
ど
う
ど
ふ
む
を
、
と

、
、
巳

う
ど
ふ
む
。
さ
い
ど
う
ふ
う
き
是
也
」
と
い
う
、
こ
と
に
金
春
あ
た
り
の
か

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

j

ご
塑
戸
・
傘
■
〕

表
氏
は
古
曲
雲
林
院
を
、
古
曲
融
を
考
え
る
よ
す
が
と
さ
れ
た
。
古
曲
雲

⑩

林
院
は
「
こ
れ
さ
え
す
で
に
改
作
か
と
い
う
疑
い
」
が
出
る
く
ら
い
、
前
段

と
後
段
の
関
係
は
、
か
な
ら
ず
し
も
緊
密
で
な
い
。
《
こ
れ
に
、
後
世
、
さ
ら
に

手
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
融
の
後
段
も
「
前
段
と
の
連
関
は
さ
ほ
ど

⑦

密
接
で
は
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
古
曲
雲
林
院
の
後
段
は
、
基
経
が
二
条
の

后
を
と
も
な
っ
て
昔
の
有
様
を
倣
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
構
成
は
通
小
町
と
似
て

⑪

い
る
。
通
小
町
は
前
段
、
姥
の
姿
で
小
町
が
出
、
後
段
、
あ
り
し
日
の
若
い
姿

で
小
町
の
霊
が
出
る
。
本
来
、
小
町
は
現
在
で
い
う
シ
テ
な
の
だ
。
そ
こ
へ
、

一
七 ⑨

か
り
に
対
し
て
結
崎
の
か
か
り
を
立
て
る
記
載
が
あ
る
が
、
「
う
か
ひ
の
能

に
、
「
真
如
の
月
や
出
ぬ
ら
ん
１
１
、
」
」
の
と
こ
ろ
は
、
「
『
月
や
」
か
ら
、
き

つ
ノ
１
１
と
ひ
や
う
し
に
て
も
っ
て
詞
「
い
で
ぬ
ら
ん
」
て
云
て
、
ゆ
く
あ
し

、
、
、

を
ち
ぅ
に
も
っ
て
、
ど
う
ど
ふ
む
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
。
つ
ぎ
に
、

世
阿
は
鵜
飼
を
小
、
、
へ
シ
ミ
の
面
で
や
っ
た
。
「
小
べ
し
み
は
、
世
子
き
い
だ

さ
れ
し
め
ん
也
。
よ
の
も
の
き
。
へ
き
こ
と
、
今
の
世
に
な
し
。
彼
め
ん
に

て
、
う
か
い
を
ば
し
い
だ
さ
れ
し
め
ん
也
。
こ
と
め
ん
に
て
は
、
う
か
い
を

、
、
、

、
、
、

ほ
ろ
り
と
せ
ら
れ
し
也
」
と
談
儀
に
あ
る
。
融
の
大
臣
は
力
動
風
で
ほ
ろ
り

と
は
や
ら
な
い
風
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
ろ
り
が
砕
動
風
で
あ
る
こ
と
、

冒
頭
の
引
用
に
明
ら
か
で
あ
る
。
鵜
飼
を
世
阿
は
小
ベ
シ
ミ
以
外
の
面
で
は

、
、
、

ほ
ろ
り
と
や
っ
た
の
だ
。
小
ベ
シ
ミ
で
は
ら
り
と
や
る
の
が
、
常
の
鵜
飼
で

、
、
、

あ
っ
た
。
拍
子
を
「
ど
う
ど
」
踏
み
、
は
ら
り
と
し
た
演
じ
か
た
を
す
る
、

こ
れ
力
動
で
あ
る
。
融
の
大
臣
は
、
風
体
上
、
こ
の
鵜
飼
の
サ
ム
プ
ル
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

蕊



一一もｰ

後
段
、
深
草
少
将
が
出
る
。
雲
林
院
は
、
そ
う
い
う
前
後
の
一
貫
性
が
な
い
。

そ
の
点
が
通
小
町
と
異
り
、
し
ぜ
ん
「
こ
れ
さ
え
す
で
に
改
作
か
」
と
い
う

疑
問
も
出
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
後
段
は
、
ま
ず
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
二
曲
の
鬼
は
、
基
経
・
少
将
の
霊
で
あ
っ
て
、
冥
途
の
鬼
で
は
な
い
。

三
道
に
「
後
の
出
物
、
定
め
て
霊
鬼
な
る
べ
し
」
と
い
う
砕
動
風
鬼
（
「
是
は
、

形
鬼
心
人
也
」
と
註
す
る
）
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
松
山
鏡
・
昭
君
・
谷
行
の
鬼
、
少
し
風
貌
の
違
う
と
こ
ろ
で
、

談
儀
に
見
え
る
古
曲
卒
都
婆
小
町
の
「
み
さ
き
」
が
、
こ
の
形
と
見
る
こ
と

⑫

が
で
き
る
。
横
道
万
里
雄
氏
の
い
わ
れ
る
「
護
法
型
」
、
わ
た
し
の
い
う
貝

シ
リ
の
鬼
」
（
後
出
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
け
っ
し
て
一
‐
ゆ
ら
り
き
Ｊ
１
、
」

と
は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
さ
ら
り
き
ノ
ー
、
」
の
風
体
な
の
だ
が
、
「
勢
形

心
鬼
」
〈
三
道
〉
、
つ
ま
り
冥
途
の
鬼
、
地
獄
の
鬼
と
い
う
点
で
、
力
道
風
鬼

に
は
い
る
の
で
あ
る
。
昭
君
は
、
シ
テ
の
老
人
が
前
段
か
ぎ
り
で
退
き
、
ツ

レ
の
姥
の
み
残
る
と
こ
ろ
へ
、
後
段
、
胡
韓
邪
単
干
の
霊
が
後
シ
テ
と
し
て

出
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
改
作
で
、
「
シ
テ
の
老
人
が
最
後
ま
で
残
り
、
韓
邪

将
を
別
人
が
勤
め
る
の
が
本
来
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
卒
都
婆
小
町
』
の
古

形
や
「
護
法
」
と
同
格
か
。
後
世
ま
で
ア
イ
の
な
い
の
を
本
則
と
し
た
の
は
、

⑬

そ
の
な
ご
り
だ
ろ
う
」
。
谷
行
は
、
現
行
の
観
世
流
で
は
行
者
は
出
ず
、
伎

楽
鬼
神
の
み
で
あ
る
が
、
も
と
は
、
む
し
ろ
行
者
が
シ
テ
、
伎
楽
鬼
神
が
ツ

レ
と
い
う
立
場
で
あ
ろ
う
。
観
世
以
外
の
現
行
四
流
で
は
、
役
柄
が
こ
．
れ
と

逆
に
な
っ
て
い
る
。
鵜
飼
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
「
謡
曲
集
‐
｜
で
は
へ
「
前

場
に
重
点
が
あ
り
、
前
場
だ
け
で
一
応
の
完
結
を
見
て
い
る
。
後
場
は
世
阿

弥
時
代
の
増
補
か
も
知
れ
な
い
。
「
嶬
通
」
一
削
金
札
』
な
ど
と
合
わ
せ
て
考
え

一
八

た
い
」
と
い
い
つ
つ
、
「
ま
た
あ
る
い
は
、
シ
テ
は
終
り
ま
で
退
場
せ
ぬ
ま

ま
、
別
役
の
鬼
が
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
と
、
一
ｕ
松
山
鏡
』
型
で

あ
る
。
こ
の
能
に
は
ア
イ
を
出
さ
ぬ
演
出
が
あ
る
が
、
そ
の
な
ご
り
か
も
し

⑭

れ
な
い
」
と
し
て
、
昭
君
の
場
合
と
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
こ
ち
ら
に
賛
成
で
あ
る
。
松
山
鏡
・
昭
君
・
谷
行
・
護
法
・
鵜

飼
等
の
鬼
は
、
み
な
「
早
笛
」
で
登
場
す
る
。
惣
右
衛
門
（
金
春
）
流
の
太
鼓

で
は
、
み
な
「
早
笛
」
と
し
て
い
る
が
、
左
吉
（
観
世
）
流
太
鼓
で
は
「
早

笛
」
と
「
〈
シ
リ
」
と
を
分
け
て
い
る
。
延
年
に
登
場
す
る
ハ
シ
リ
モ
ノ
は
、

⑮

「
素
性
」
が
異
類
。
異
形
で
あ
」
り
、
「
走
と
い
う
芸
を
演
ず
る
」
の
だ
か

ら
、
能
の
「
〈
シ
リ
の
鬼
」
に
つ
な
が
る
こ
と
に
う
た
が
い
な
い
が
、
こ
の

点
は
、
し
ば
ら
く
お
こ
う
。
左
吉
流
で
は
、
「
早
笛
」
は
シ
テ
、
「
〈
シ
リ
」

は
ツ
レ
の
登
場
に
用
い
、
前
者
は
位
あ
り
二
段
、
後
者
は
位
な
く
一
段
が
原

⑯

則
で
あ
る
。
松
山
鏡
・
鵜
飼
は
現
在
シ
テ
ゆ
え
「
早
笛
」
二
段
で
あ
り
、
鵜

祭
・
輪
蔵
・
皇
帝
・
舎
利
・
大
会
・
第
六
天
の
鬼
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る

天
部
は
ハ
シ
リ
一
段
で
あ
る
の
は
、
原
則
ど
お
り
と
し
て
、
問
題
は
、

谷
行
ハ
シ
リ
一
段
（
仕
手
ナ
レ
、
〈
二
段
ニ
モ
）

昭
君
ハ
シ
リ
ニ
段

護
法
ハ
シ
リ
一
段
（
仕
手
ナ
レ
》
〈
早
笛
一
毛
）

檀
風
ハ
シ
リ
一
段
（
二
段
一
毛
又
頼
二
因
リ
テ
ハ
早
笛
ニ
モ
）

と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
シ
テ
の
登
場
に
ハ
シ
リ
を
打
ち
、
ま
た
〈
シ
リ
に
二

段
が
あ
る
と
い
う
型
破
り
は
、
登
場
者
の
役
柄
が
後
世
か
わ
っ
た
こ
と
か
ら

派
生
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
げ
ん
に
、
谷
行
の
伎
楽
は
ハ
シ
リ
モ
ノ
で

あ
り
、
行
者
の
ミ
サ
キ
で
あ
っ
た
証
拠
に
、
「
行
者
は
．
…
：
帰
ら
せ
給
へ
ば



伎
楽
も
と
も
に
御
先
を
払
っ
て
」
と
い
う
（
『
、
、
サ
キ
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
沿

革
的
に
見
れ
ば
、
鵜
飼
も
松
山
鏡
も
、
み
な
く
シ
リ
の
系
統
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
惣
右
衛
門
流
の
前
川
光
隆
氏
伝
に
拠
れ
ば
鵜
飼
は
外
道
の
早
値
ゆ

え
、
位
を
持
た
ず
に
打
て
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
下
問
少
進
の
「
童
舞
抄
」

（
近
世
初
期
）
に
．
出
羽
（
筆
者
註
。
登
場
楽
の
意
）
早
笛
急
乃
急
」
と

い
う
の
も
、
そ
の
系
譜
の
類
推
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
出
で
立
ち
が
後
に
な
っ
た
が
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
も
の
の
出

で
立
ち
を
ひ
と
な
ら
べ
に
し
て
、
そ
の
系
譜
を
見
よ
う
。

〈
曲
名
〉
〈
役
柄
〉
〈
面
〉
〈
カ
ッ
ラ
類
〉
〈
カ
ブ
リ
モ
ノ
〉
〈
上
衣
〉

昭
君
胡
韓
邪
将
小
ベ
シ
ミ
黒
頭
唐
冠
法
被
（
狩
衣
）

鵜
飼
閻
魔
王
小
、
へ
シ
ミ
赤
頭
唐
冠
婦
冠
）
法
被
（
狩
衣
）

松
山
鏡
倶
生
神
小
↓
へ
シ
ミ
赤
頭
唐
冠
（
輔
冠
）
法
被
（
狩
衣
）

檀
風
熊
野
権
現
小
、
、
へ
シ
ミ
赤
頭
唐
冠
法
被

護
法
護
法
善
神
シ
カ
ミ
赤
頭
／
法
被
（
狩
衣
）

（
小
ベ
シ
ミ
）

谷
行
伎
楽
鬼
神
シ
カ
ミ
赤
頭
／
法
被

皇
帝
鬼
神
シ
カ
ミ
赤
頭
／
法
被

輪
蔵
火
天
天
神
黒
垂
（
黒
頭
）
輪
冠
火
天
載
法
被
（
側
次
）

第
六
天
素
蓋
鳴
尊
天
神
黒
垂
（
黒
頭
）
走
天
冠
側
次
（
法
被
）

大
会
帝
釈
天
天
神
黒
垂
輪
冠
。
側
次
（
法
被
）

舎
利
車
駄
天
天
神
黒
垂
（
黒
頭
）
走
天
冠
（
輪
冠
）
側
次
（
法
被
）

鵬
祭
鵜
／
黒
垂
／
唐
織
壺
折

護
法
は
「
舞
芸
六
輪
」
、
槽
風
・
鶇
祭
は
野
上
豊
一
郎
署
「
解
註
謡
曲
全
集
」
（
そ

れ
ぞ
れ
宝
生
・
金
春
の
演
出
）
な
ど
、
他
は
観
世
流
大
成
版
謡
本
の
前
付
に
拠
っ

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

た
。
鶇
祭
は
子
方
ゆ
え
、
と
く
に
、
面
な
く
、
唐
織
壺
折
に
し
て
い
る
。
ま
た
ゞ

⑰

カ
ブ
リ
モ
ノ
は
な
く
、
鵜
を
載
せ
た
台
を
も
つ
。

右
の
表
は
、
比
較
的
右
翼
に
現
在
の
シ
テ
で
出
で
立
ち
の
立
派
な
も
の
、

左
翼
に
ツ
レ
で
出
で
立
ち
の
簡
単
な
も
の
を
並
べ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
こ

れ
に
拠
る
と
、
第
六
天
・
舎
利
の
カ
ブ
リ
モ
ノ
が
「
走
天
冠
」
と
な
っ
て
い

る
。
登
場
楽
の
頁
シ
リ
」
と
符
合
し
て
お
も
し
ろ
い
。
談
儀
の
記
載
に
拠

れ
ば
、
古
曲
卒
都
婆
小
町
の
終
段
近
く
に
、
玉
津
島
明
神
の
『
、
、
サ
キ
、
す
な

わ
ち
、
御
先
払
い
、
お
使
い
も
の
が
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
は
烏

だ
っ
た
よ
う
だ
。
現
在
、
金
春
に
残
る
鵜
祭
に
は
鵜
が
出
る
。
〈
シ
リ
一
段

で
あ
る
。
江
野
島
の
替
間
「
道
者
」
で
は
、
や
は
り
鵜
が
出
る
。
黒
頭
、
鶇

の
立
て
も
の
、
鵜
の
面
、
狂
言
の
早
笛
で
出
る
の
が
、
ハ
シ
リ
と
対
応
し
て

⑱

い
る
。
白
髭
に
も
「
道
者
」
を
用
い
る
が
、
早
笛
で
出
る
の
は
鮒
で
、
黒
垂

の
上
に
鮒
の
作
り
物
を
立
て
、
見
徳
の
面
を
着
け
る
。
厚
板
・
側
次
・
大
口

（
又
は
下
袴
）
と
い
う
の
は
、
両
曲
と
も
共
通
な
の
で
あ
ろ
う
。
鵜
祭
に
も

⑲

「
道
者
」
が
あ
る
と
い
う
が
、
詳
し
く
は
わ
が
ら
な
い
。
後
段
、
鵜
（
子
方
）

が
ハ
シ
リ
で
出
る
ゆ
え
、
重
複
を
こ
と
に
忌
む
能
に
お
い
て
は
、
ど
う
い
う

演
出
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
か
に
、
山
本
東
次
郎
家
の
古
伝
書
に
「
み

⑳

さ
き
わ
に
に
て
言
ふ
也
」
と
い
う
の
が
見
え
る
そ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
延
年

／

の
異
類
の
ハ
シ
リ
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
を
経
て
、
最
右
翼
の
鵜
飼
・
昭
君

ま
で
、
〈
シ
リ
の
展
開
の
系
譜
は
、
た
ど
り
う
る
。
い
ま
は
、
公
家
能
へ
の

系
譜
を
急
ぐ
た
め
、
さ
し
ず
め
、
古
曲
融
の
復
元
を
急
ぐ
た
め
、
こ
の
こ
と

は
、
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
最
右
翼
の
鵜
飼
の
素
性
は
、
も
う
少

し
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
い
と
、
都
合
が
悪
い
。

一
九



⑳
．

室
町
末
期
の
「
舞
芸
六
輪
」
と
称
す
る
装
束
付
に
は

一
、
う
か
ひ
…
…
後
〈
常
の
鬼
に
〈
か
は
る
。
倶
正
神
の
て
い
也
。
す
き

・
か
ふ
り
、
又
〈
た
う
か
ふ
り
を
き
へ
し
。
う
ち
つ
え
を
持
。

と
あ
る
・
現
在
、
松
山
鏡
の
シ
テ
が
倶
生
神
で
あ
る
・
松
山
鏡
の
条
を
見
よ
う
。

一
、
ま
つ
の
山
か
其
み
。
し
て
〈
お
に
。
や
か
も
ち
の
心
也
。
わ
き
（
筆

者
註
。
助
渡
者
の
意
、
現
在
の
ツ
レ
）
〈
い
ふ
れ
い
。
女
い
つ
る
也
。

さ
ら
に
、
や
か
も
ち
の
条
に
は
、

一
、
や
か
も
ち
。
し
て
〈
例
式
の
お
に
也
…
…
お
に
く
く
し
や
う
し
ん
也
。

と
あ
る
。
「
童
舞
抄
」
に
は
鵜
飼
に
つ
い
て
こ
う
記
す
。

一
、
後
唐
冠
赤
頭
鉢
巻
布
法
被
絆
切
又
半
切
は
か
り
に
て

も
打
杖
面
小
へ
し
見

さ
ら
に
、
同
耆
に
は
、

鵜
飼
松
山
鏡
野
守
是
等
雌
大
形
同
事
也
去
な
か
ら
い
つ
れ
も
色

〈
替
れ
と
も
鵜
飼
は
位
至
る
能
也
…
…
後
の
鬼
常
の
鬼
に
あ
ら
す
冥
途

乃
鬼
な
り
は
た
ら
き
口
伝
也
松
山
鏡
後
冥
途
の
鬼
也
心
持
同
前

と
か
、
、

一
、
此
（
鵜
飼
）
き
り
う
た
ひ
は
い
か
に
も
は
や
く
し
て
仕
舞
は
い
か
に

も
ゆ
る
ｊ
、
と
す
る
事
な
り
拍
手
に
つ
れ
て
仕
舞
を
は
や
く
す
れ
は

花
う
す
る
な
り
足
踏
は
こ
ま
や
か
に
す
へ
し
惣
別
冥
途
の
鬼
と
現

在
の
鬼
と
仕
分
様
有
之
口
伝

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
、
立
体
的
に
理
解
す
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
、

ハ
シ
リ
の
系
譜
の
理
解
を
、
い
つ
そ
う
明
瞭
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
左
翼
の
黒

垂
・
走
天
冠
・
側
次
は
、
右
翼
の
黒
（
赤
）
頭
・
唐
冠
・
狩
衣
へ
と
動
い
て

F

『

,

二
○

行
き
、
一
曲
の
中
で
も
こ
の
運
動
は
行
わ
れ
、
鵜
飼
で
は
、
打
杖
が
中
啓
に

動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
世
阿
の
二
曲
三
躰
絵
図
で
は
、
力
動
風

鬼
は
唐
冠
・
狩
衣
エ
モ
ン
に
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
鵜
飼
の
シ
テ
を
現
在
で
は
閻
魔
大
王
と
い
い
、
げ
ん
に
、
中
啓
を
閻

⑳

魔
の
笏
に
擬
し
た
型
を
す
る
け
れ
ど
も
、
本
来
、
松
山
鏡
同
様
、
閻
魔
の
か

た
わ
ら
に
侍
る
倶
生
神
と
い
う
鬼
神
な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
閻
魔

大
王
と
は
見
え
て
い
な
い
。
加
う
る
に
、
み
ず
か
ら
を
「
悪
鬼
」
と
称
す
る

の
だ
。
松
山
鏡
で
は
倶
生
神
が

い
か
に
罪
人
何
と
て
遅
き
ぞ
。
片
時
の
い
と
ま
と
言
ひ
つ
る
に
、
冥
官

怒
り
を
な
し
給
へ
ば
、
倶
生
神
急
ぎ
苦
患
を
見
せ
よ
と
の
仰
せ
を
蒙
り
、

瞑
志
の
燃
え
立
つ
熱
鉄
の
し
も
と
を
振
り
あ
げ
て
；
…
．

と
責
め
立
て
る
（
延
年
の
ハ
シ
リ
芸
の
悌
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
が
、
こ
れ
に

見
合
う
辞
句
が
鵜
飼
に
あ
る
。

そ
れ
地
獄
遠
き
に
あ
ら
ず
。
眼
前
の
境
界
悪
鬼
ほ
か
に
な
し
。
そ
も
そ

も
か
の
も
の
、
若
年
の
昔
よ
り
江
河
に
漁
っ
て
そ
の
数
お
び
た
た
し
。
さ

れ
ば
鉄
札
数
を
尽
し
、
金
紙
を
よ
ご
す
こ
と
も
な
く
、
無
間
の
底
に
、
堕

罪
す
べ
か
つ
し
を
．
…
：

で
あ
る
。
鵜
飼
の
倶
生
神
は
、
松
山
鏡
で
閻
王
の
片
時
の
い
と
ま
を
守
ら

な
か
っ
た
女
の
幽
鬼
を
責
め
る
よ
う
に
、
本
来
、
殺
生
戒
を
お
か
し
た
漁
夫

、
、

の
幽
鬼
を
責
め
る
の
で
あ
る
（
狂
言
の
責
メ
は
こ
の
系
列
で
あ
る
。
政
頼
ｌ
鷺

流
で
は
餌
指
十
王
ｌ
・
博
突
十
王
な
ど
で
は
、
鬼
立
衆
が
罪
人
を
責
め
て
閻
魔
の
所

へ
落
す
。
責
め
る
の
は
閻
魔
の
使
い
で
あ
っ
て
、
能
の
倶
生
神
と
対
応
す
る
。
餓
鬼
十

王
Ｉ
大
蔵
八
右
衛
門
派
番
外
ｌ
・
朝
比
奈
・
馬
口
労
・
八
尾
で
は
閻
魔
自
身
が
責

I



め
、
闇
罪
人
・
瓜
盗
人
で
は
、
人
が
鬼
の
責
メ
を
倣
ぶ
・
こ
れ
ら
は
み
な
、
政
頼
・
博
突

十
王
の
演
緯
で
あ
る
・
能
の
歌
占
・
生
田
敦
盛
は
責
め
ら
れ
る
側
か
ら
の
描
写
で
あ
る
）
。

こ
の
鵜
飼
は
、
談
儀
に
あ
る
よ
う
に
、
融
の
大
臣
が
サ
ム
プ
ル
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
殺
生
戒
を
お
か
す
罪
を
重
ね
た
漁
夫
の
亡
霊
が

鬼
に
責
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
賛
の
限
り
を
つ
く
し
、

な
お
閻
浮
に
執
着
す
る
大
臣
の
亡
霊
は
、
冥
途
の
鬼
に
責
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
古
曲
融
の
類
推
的
復
元
は
、
ま
ず
こ
こ

ら
あ
た
り
に
お
ち
つ
い
て
く
る
の
だ
。

つ
い
で
な
が
ら
、
古
曲
融
の
作
者
は
、
簡
単
に
憶
断
で
き
な
い
。
談
儀
の

⑥

記
談
に
拠
っ
て
、
「
観
阿
弥
が
好
淡
し
た
と
い
う
」
と
い
う
程
度
に
留
ま
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
談
儀
で
は
、
「
観
阿
、
と
を
る
の
を
と
Ｎ
の
能
の
鬼
」

と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
鵜
飼
の
か
か
り
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ

で
、
音
曲
も
観
阿
が
か
り
、
風
体
も
観
阿
の
鬼
の
か
か
り
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
観
阿
作
と
い
う
極
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
融
を
、
風
姿

花
伝
や
談
儀
に
い
う
静
や
嵯
峨
物
狂
の
好
渡
の
よ
う
に
、
観
阿
の
自
作
自
演

④

曲
と
と
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
小
山
弘
志
氏
は
観
阿
説
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

能
勢
博
士
が
、
「
書
上
」
に
「
観
阿
弥
世
阿
弥
両
作
」
と
い
い
、
「
二
百
十

番
調
目
録
」
に
清
次
作
と
す
る
の
を
、
観
阿
作
の
可
能
性
あ
り
と
い
う
テ
コ

⑳

に
さ
れ
る
の
は
、
も
う
、
現
在
の
研
究
の
水
準
で
は
、
首
肯
し
が
た
い
で
あ

ろ
う
。
観
世
元
章
の
「
二
百
十
番
調
目
録
」
は
、
ほ
ぼ
「
言
上
」
に
拠
ろ
う

と
し
て
い
る
し
、
「
書
上
」
の
記
載
に
用
い
ら
れ
た
資
料
は
、
わ
た
し
ど
も

の
見
う
る
資
料
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
さ
し
て
、

観
阿
の
作
品
考
察
の
論
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

■

世
阿
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
る
現
行
融
は
情
趣
本
意
の
公
家
能
で
、
後
段
は

舞
の
手
ぶ
り
を
基
調
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
表
氏
が
「
融
の
後
段
は
．
…
：
早

⑦

舞
を
は
じ
め
鬼
能
に
通
う
強
さ
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
の
曲
趣
・
曲
調
か
な
ら
ず
し
も
雅
び
な
ば
か
り
で
は
な
い
。
間
狂
言

Ⅱ
現
行
曲
「
融
」
の
素
性

現
行
融
は
世
阿
作
で
あ
る
。
五
音
に
、
「
ト
ヲ
ル
ミ
チ
ノ
ク
ハ
イ
ッ
ク

ハ
ァ
レ
ト
シ
ヲ
カ
マ
ノ
」
と
、
と
く
に
作
者
名
を
付
さ
ず
に
見
え
て
い
る
の

と
、
談
儀
に
「
し
ほ
が
ま
」
が
「
世
子
作
」
と
な
っ
て
い
る
の
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
「
し
ほ
が
ま
」
は
、
現
行
剛
の
古
名
、
ま
た
は
別
名
で
あ
る
。

世
阿
の
音
曲
声
出
口
伝
に
「
し
ほ
か
ま
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

現
行
融
の
章
句
で
あ
る
。
金
春
禅
竹
の
拾
玉
得
花
に
「
遠
白
躰
」
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
「
塩
竈
」
に
は
「
と
ほ
る
の
お
と
ど
」
と
い
う
註
記
が
あ
る
。

横
道
万
里
雄
氏
は
、
融
の
後
シ
テ
の
「
忘
れ
て
年
を
経
し
も
の
を
・
・
…
・
」
以

下
と
、
井
筒
（
や
は
り
五
音
に
よ
っ
て
世
阿
作
と
い
え
る
も
の
）
の
後
シ
テ
の
一
‐
あ

だ
な
り
と
名
に
こ
そ
立
て
れ
桜
花
…
…
」
以
下
と
に
つ
い
て
、
そ
の
小
段
構

成
や
節
か
か
り
の
共
通
な
の
を
指
摘
し
て
、
「
世
阿
弥
節
」
だ
と
い
わ
れ
た
。

現
行
の
調
い
ぶ
り
で
は
、
ま
さ
に
別
趣
に
聴
き
と
れ
る
両
曲
の
こ
の
く
だ
り

⑳

に
つ
い
て
、
融
を
ヨ
ワ
吟
に
復
元
し
て
、
そ
の
同
巧
な
の
を
示
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
卓
見
と
い
う
》
へ
き
で
あ
る
。
小
段
椛
成
と
節
か
か
り
が
共
通
で
あ

る
か
ら
、
し
ぜ
ん
、
〈
ヤ
シ
の
手
く
ば
り
の
共
通
性
も
附
加
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
。



が
、
そ
の
語
り
で
、
大
臣
の
河
原
院
へ
の
執
心
、
い
ま
な
お
浅
か
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
、
加
え
て
ワ
キ
と
の
問
答
で
は
、
「
今
に
も
月
の
明
明

た
る
折
節
は
。
古
塩
を
燃
か
せ
ら
れ
た
る
様
体
。
御
沙
汰
あ
る
由
申
し
候
」

と
い
っ
て
鬼
気
と
い
う
に
似
た
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
退
く
。
さ
て
、
後
シ

テ
が
出
る
。
こ
の
シ
テ
は
、
月
明
の
も
と
、
荒
れ
果
て
た
河
原
の
院
と
、
あ

り
し
昔
の
華
麗
・
豪
壮
な
る
河
原
の
院
と
を
ダ
ヴ
ル
Ⅱ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

「
さ
す
や
桂
の
枝
枝
に
、
光
を
花
と
散
ら
す
粧
ひ
」
と
、
や
や
凄
愉
の
気
味
あ

い
を
さ
え
含
み
な
が
ら
、
か
な
り
急
迫
し
た
趣
き
、
世
阿
の
こ
と
ば
で
い
う

な
ら
ば
、
「
操
み
よ
せ
る
」
て
い
の
息
づ
か
い
を
見
せ
る
。
現
行
雲
林
院
や

小
塩
と
同
装
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
あ
た
り
公
達
舞
と
い
う
よ
り
塊
霊
舞
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
こ
に
も
名
立
つ
白
川
の
波
の
」
と
い
う
所
か
ら
、
「
う

け
た
り
う
け
た
り
遊
舞
の
袖
」
と
早
舞
に
か
か
る
と
こ
ろ
ま
で
、
シ
テ
が
曲

水
の
宴
の
か
た
ち
を
倣
ぶ
型
を
す
る
。
曲
調
の
も
っ
と
も
高
ま
る
箇
所
だ
が
、

⑳

こ
こ
に
太
鼓
は
め
ず
ら
し
く
本
頭
を
四
つ
五
つ
打
つ
。
こ
こ
は
古
演
奏
で
も

同
じ
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
七
太
夫
仕
舞
付
に
も
「
太
大
小
ト
モ
’
一
打
掛
ツ
ョ

ク
頭
タ
ク
サ
ン
｜
こ
と
記
し
て
い
る
。
鵜
飼
の
、
こ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
は

「
千
里
の
外
も
雲
晴
れ
て
真
如
の
月
や
出
で
ぬ
ら
ん
」
で
あ
り
、
赤
頭
を
把

っ
て
月
を
見
た
り
す
る
替
の
型
が
あ
る
の
だ
が
、
同
書
を
見
る
と
、
「
打
カ

ヶ
…
…
頭
ヨ
リ
：
．
．
：
地
頭
」
「
大
頭
四
ウ
ッ
モ
ョ
シ
」
と
し
て
い
て
、
手
く

ば
り
．
気
組
み
は
融
と
共
通
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
か
な
ら
ず
し

も
優
雅
な
公
家
に
昇
華
し
て
い
な
い
、
塊
霊
の
古
趣
を
残
す
の
だ
が
、
わ
た

し
は
、
融
（
は
じ
め
公
家
の
早
舞
物
）
に
神
能
に
通
ず
る
も
の
を
感
ず
る
。
ワ

キ
の
待
謡
に
か
け
て
、
後
シ
テ
登
場
の
「
出
端
」
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
こ
の

F

「
出
端
」
の
気
組
み
は
、
脇
能
の
「
出
端
」
と
違
い
、
か
れ
が
陽
、
こ
れ
は

陰
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
通
ず
る
気
組
み
が
あ
る
。
ま

た
、
早
舞
じ
た
い
、
現
在
の
流
麗
な
ト
ー
ン
で
演
奏
さ
れ
る
が
、
名
か
ら
し

、

て
早
舞
で
あ
り
、
〈
ヤ
シ
の
手
く
ば
り
の
随
所
に
強
み
を
残
し
て
い
る
。
ま

ず
、
笛
の
リ
ズ
ム
が
序
之
舞
型
で
な
く
、
男
舞
と
と
も
に
神
舞
型
で
あ
る
。

ま
た
、
太
鼓
で
は
、
シ
テ
が
角
ト
リ
の
型
を
す
る
と
き
に
打
つ
角
ノ
地
が
、

短
地
か
ら
半
刻
・
刻
と
ス
ム
ー
ス
に
つ
づ
く
の
で
な
く
、
短
地
・
打
力
ケ
と

強
く
い
っ
て
、
一
旦
粒
が
切
れ
、
改
め
て
刻
と
な
る
。
こ
れ
も
神
舞
型
で
あ

る
。
小
鼓
（
幸
流
）
が
常
の
長
地
で
な
く
、
早
キ
モ
ノ
長
地
を
打
ち
、
初
段

の
オ
ロ
シ
を
甲
（
カ
ン
・
チ
）
で
な
く
、
頭
（
カ
シ
ラ
・
タ
）
で
打
つ
の
も
、
神

舞
型
な
の
だ
。

手
く
ば
り
が
共
通
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
、
か
な
り
曲
趣
が
異
っ
て
い
て

も
、
い
ち
お
う
、
沿
革
的
に
見
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
急
調
の
早
笛

と
も
っ
と
も
重
厚
な
大
ゞ
へ
シ
と
が
、
同
一
系
譜
に
の
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
期
を
改
め
て
書
き
た
い
）
。
天
和
元
年
上
梓
の
い
わ
ゆ
る
六
徳
本
で
は
、

高
砂
・
融
と
も
に
「
舞
急
」
で
あ
っ
て
、
記
載
は
共
通
す
る
。
元
禄
四
年
上

梓
の
船
戸
・
古
藤
・
茨
城
の
連
名
の
頭
註
付
謡
本
で
は
、
融
は
、
出
端
に
つ

い
て
は
「
太
鼓
越
急
」
舞
に
つ
い
て
は
「
舞
五
段
急
」
と
見
え
る

の
だ
。
融
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
し
て
、
よ
り
幽
曲
風
に
動
こ
う
と
す
る

リ
リ
シ
ズ
ム
を
蔵
し
て
い
て
、
昇
華
は
早
い
。
「
七
太
夫
仕
舞
付
」
は
「
幽
玄
‐

述
懐
、
余
情
肝
心
な
り
」
と
い
う
。
し
か
る
に
、
「
此
節
急
の
急
な
り
」
な
の
‐

だ
。
こ
の
両
面
を
統
一
す
る
ゞ
へ
く
、
「
急
の
内
に
も
幽
玄
の
舞
な
れ
ば
の
ひ

や
か
に
舞
へ
し
、
は
や
き
舞
を
ゆ
る
ノ
、
、
と
ま
ふ
事
心
持
有
口
伝
又
し
っ

二
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か
に
心
え
ぬ
れ
は
た
る
む
物
な
り
此
儀
肝
心
な
り
」
と
注
意
し
て
い
る
。

こ
の
曲
調
は
今
に
小
書
演
出
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
舞
の
舞
た
る
部
分
と
も

い
う
べ
き
オ
ロ
シ
を
す
っ
か
り
抜
い
て
急
急
之
舞
を
舞
う
金
春
の
「
笏
之
舞
」
、

終
三
段
が
や
は
り
オ
ロ
シ
な
し
の
急
之
舞
と
な
る
観
世
の
「
十
三
段
之
舞
」

「
舞
返
之
伝
」
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
幽
曲
風
で
な
か
っ
た
古

演
出
の
な
ご
り
で
あ
る
。
脇
能
に
お
い
て
、
こ
の
小
言
槻
出
に
対
応
す
る
の

が
、
絵
馬
の
力
神
の
舞
う
オ
ロ
シ
な
し
の
急
之
舞
、
三
日
月
の
面
を
か
け
る

オ
ロ
シ
な
し
の
高
砂
「
八
段
之
舞
」
（
観
世
訓
淡
路
「
急
急
之
舞
」
（
金
剛
）
等

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
の
舞
は
「
舞
が
か
り
」
な
ら
ぬ
「
働
が
か
り
」
、
い
わ

ば
荒
ぶ
る
神
で
あ
り
、
花
伝
に
い
う
神
の
「
鬼
が
か
り
」
な
る
と
こ
ろ
な
の

だ
。
す
れ
ば
、
融
も
「
鬼
が
か
り
」
の
な
ご
り
を
今
に
留
め
る
こ
と
に
な
る

で
は
な
い
か
。

花
伝
の
物
学
条
条
、
神
の
く
だ
り
を
見
る
と
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

、
、
、
、

お
よ
そ
、
こ
の
物
ま
ね
は
、
鬼
が
か
り
な
り
、
何
と
な
く
怒
れ
る
粧
ひ

じ
ん
て
い

、
、
、
、
“

あ
れ
ば
、
神
体
に
よ
り
て
、
鬼
が
か
り
に
な
ら
ん
も
苦
し
か
る
ま
じ
。
た

だ
し
、
は
た
と
変
れ
る
本
意
あ
り
。
神
は
、
舞
が
か
り
の
風
情
に
よ
る
し
。

鬼
に
は
、
さ
ら
に
、
舞
が
か
り
の
便
り
あ
る
ま
じ
。
神
を
ぱ
い
か
に
も
神

体
に
よ
ろ
し
き
や
う
に
出
で
立
ち
て
、
気
高
く
、
殊
さ
ら
、
出
物
に
な
ら

で
は
神
と
云
ふ
事
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
衣
裳
を
飾
り
て
つ
く
ろ
ひ
て
す
・
へ

、
ｌ
〕
Ｏ

神
は
怒
れ
る
粧
い
が
あ
る
か
ら
、
神
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
鬼
が
か
り
に

な
る
の
が
、
し
ぜ
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
（
た
だ
、
気
高
く
、
舞
が
か
り
で
演
ず
ゞ
へ

き
姿
勢
を
要
求
す
る
）
。
鬼
は
本
来
、
怒
れ
る
風
体
の
も
の
な
の
だ
。
「
鬼
の
シ

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

テ
の
時
は
、
い
か
に
‐
も
強
み
を
本
と
、
怒
れ
る
心
に
謡
ふ
。
へ
し
」
（
八
帖
本
花

伝
書
）
と
い
う
。
小
寺
金
七
氏
（
左
吉
流
太
鼓
方
）
に
拠
れ
ば
、
金
剛
謹
之
助

翁
は
、
「
脇
能
は
お
こ
っ
て
い
な
け
れ
ば
舞
え
ぬ
」
と
広
言
し
た
と
い
う
。

中
村
保
雄
氏
は
、
男
神
に
か
け
る
郡
郷
男
、
女
神
に
か
け
る
十
寸
髪
の
眉
間

の
し
わ
が
、
怒
れ
る
風
体
の
な
ご
り
だ
と
い
わ
れ
た
。

融
の
出
で
た
ち
は
、
「
童
舞
抄
」
や
「
七
太
夫
仕
舞
付
」
で
は
、
「
狩
衣
」

と
記
す
。
「
舞
芸
六
輪
」
に
は
「
き
よ
い
。
か
り
き
い
」
と
あ
る
・
「
き
よ
い
」

す
な
わ
ち
浄
衣
で
あ
る
。
降
っ
て
「
源
奥
集
」
で
は
、
「
浄
衣
」
が
神
官
装

束
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
舞
芸
六
輪
」
で
は
、
む
し
ろ
、
放
生
川
・
道
明

寺
・
呉
服
・
西
王
母
等
、
男
女
両
体
の
神
の
装
束
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
鷺

の
王
が
「
き
よ
い
」
な
の
だ
か
ら
、
融
は
公
家
装
束
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
が
、
神
か
ら
の
流
れ
は
汲
ま
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
少

少
、
興
味
が
あ
る
。
現
在
、
観
世
の
、
主
と
し
て
分
家
・
梅
若
系
統
に
行
わ

れ
る
融
の
「
白
式
・
舞
働
之
伝
」
（
二
者
常
に
併
用
）
の
、
舞
働
じ
た
い
は
、

曲
水
の
宴
を
か
た
ど
る
イ
ロ
エ
風
の
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
「
白
式
」
は
風
体

上
お
も
し
ろ
い
。
「
舞
働
之
伝
」
は
文
化
九
年
の
観
世
大
夫
書
上
に
載
っ
て

い
る
。
「
白
式
」
は
な
い
。
し
か
し
、
船
弁
慶
「
前
後
之
替
」
は
、
「
白
式
」

と
こ
と
わ
っ
て
な
く
て
も
白
装
束
で
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
同
書
上
の

「
舞
働
之
伝
」
は
「
白
式
」
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
や

や
古
い
伝
承
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
貴
人
筋
の
お
好
み
な
の
か
。
と
も
あ
れ

面
三
日
月
・
黒
頭
・
初
冠
・
白
地
着
付
・
白
地
半
切
・
白
地
狩
衣
（
衣

紋
）
・
真
ノ
太
刀

と
い
う
も
の
で
（
船
弁
慶
の
場
合
と
同
じ
）
、
威
厳
と
荒
ぶ
る
体
と
を
合
わ
せ
用

一
一
‐
一
一
一



次
に
、
剛
の
テ
ク
ス
ト
の
後
段
に
お
け
る
小
段
椛
成
法
を
、
高
砂
・
鵜
飼

と
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
共
通
点
が
即
世
阿
的
筆
法
と

い
い
得
は
す
る
。
井
筒
と
融
す
ら
共
通
点
が
あ
っ
た
。
フ
ル
に
活
用
さ
せ
て

も
ら
う
は
ず
の
三
道
じ
た
い
、
世
阿
の
手
に
成
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
曲
是

が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
は
重
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
が
頼
み
で
あ
る
の
と
、
鵜
飼
の
場
合
、
談
儀
は

「
わ
る
き
所
を
ば
の
ぞ
き
、
よ
き
こ
と
を
入
ら
れ
け
れ
ば
、
皆
世
子
の
作
成

ぺ
し
」
と
い
い
な
が
ら
、
．
そ
し
て
、
同
曲
の
「
か
ひ
も
な
み
ま
」
は
じ
め
三

箇
所
に
同
じ
よ
う
な
懸
詞
の
使
わ
れ
て
い
る
の
を
指
摘
し
て
、
「
せ
め
て

『
か
ひ
も
な
き
身
の
う
ぶ
ね
こ
ぐ
」
な
ど
云
く
し
」
と
評
し
な
が
ら
、
現
行

鵜
飼
は
、
や
は
り
原
作
ど
お
り
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、
古
体
を
伝
え
る

構
成
で
で
も
あ
ろ
う
か
と
、
こ
れ
か
ら
の
作
業
を
す
る
の
で
あ
る
。

三
道
の
．
、
老
体
。
是
、
大
方
、
脇
能
の
懸
也
」
と
い
う
く
だ
り
に
見

え
る
急
の
段
（
後
段
）
の
小
段
構
成
法
は
、

橋
懸
り
に
て
、
甲
物
・
指
声
云
ひ
流
し
て
、
一
声
上
げ
て
、
後
句
は
、

同
音
な
ど
に
て
、
長
々
た
ぶ
た
ぶ
と
上
げ
流
し
て
、
云
ひ
下
す
べ
し
。
さ

て
、
責
論
義
二
つ
三
つ
づ
及
謡
ひ
て
、
か
＆
り
た
る
音
曲
に
て
、
軽
灸
と

遣
り
か
け
て
謡
う
《
へ
し
。

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
実
作
と
し
て
、
高
砂
が
、
そ
の
ル
ー
ル
ど
お
り
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
融
が
や
は
り
、
そ
の
と
お
り
の
構
成
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

い
た
の
で
あ
る
。

二
四

ノ
鵜
飼
は
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
力
動
の
鬼
で
あ
る
が
、
「
勢
形
心
鬼
」

す
な
わ
ち
冥
途
の
鬼
た
る
「
力
動
風
鬼
」
は
「
瞑
る
態
相
の
風
体
」
で
あ
り
、

「
当
流
に
不
し
得
し
心
。
只
砕
動
風
鬼
、
以
レ
此
風
見
風
と
成
所
」
で
あ
っ
て
、

そ
の
風
体
を
排
し
、
能
本
を
書
く
場
合
の
小
段
構
成
も
記
し
て
な
い
の
だ
が
、

鵜
飼
の
後
段
の
小
段
構
成
は
、
「
形
鬼
心
人
」
の
「
霊
鬼
」
が
現
れ
る
「
砕

動
風
鬼
」
の
書
き
か
た
に
、
ま
さ
に
合
致
す
る
。

橋
懸
り
の
指
声
、
生
き
ノ
、
と
四
五
句
云
ひ
掛
け
て
、
一
声
よ
り
舞
台

際
ゑ
踏
み
寄
り
て
、
細
か
に
身
足
を
使
い
て
、
物
を
云
ひ
掛
け
ｊ
、
、
落

か
う
の
も
の

し
曲
あ
る
べ
し
。
さ
て
甲
物
十
句
斗
、
同
音
に
早
を
軽
々
と
歌
い
て
、
も

は
や
ぶ
し

し
は
又
、
責
論
議
な
ど
三
四
づ
っ
あ
り
て
も
よ
か
る
ゞ
へ
し
。
急
は
、
早
曲
・

ふ
し

切
る
曲
な
ど
を
責
め
か
け
て
、
曲
付
す
べ
し
。

と
い
う
の
が
、
砕
動
風
鬼
の
曲
の
小
段
構
成
法
な
の
だ
が
、
同
時
に
こ
れ
は
、

さ
き
ほ
ど
の
脇
能
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
組
み
立
て
か
た
な
の
だ
。
一
声

を
く
ず
し
て
ゆ
く
く
だ
り
、
神
の
場
合
は
、
「
同
音
な
ど
に
て
、
長
々
た
ぶ

た
ぶ
と
上
げ
流
し
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
鬼
の
場
合
は
「
甲
物
十
句
斗
、
同

音
早
を
軽
々
と
歌
い
て
」
で
あ
っ
て
、
椛
成
は
等
し
く
、
シ
テ
の
風
体
上
、

し
ぜ
ん
、
そ
の
か
か
り
に
お
い
て
、
品
位
を
異
に
す
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る

の
で
あ
る
。
だ
か
．
ら
、
実
作
に
お
い
て
も
、
公
家
能
融
と
重
な
っ
た
脇
能
高

砂
の
後
段
の
小
段
構
成
は
、
鬼
能
鵜
飼
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
だ
。
す
な

わ
ち
、
サ
シ
で
始
ま
り
、
一
声
を
上
げ
、
一
声
を
し
だ
い
に
く
ず
し
て
段
落

を
つ
け
、
ロ
ン
ギ
に
な
る
の
で
あ
る
。
弓
八
幡
は
高
砂
と
同
じ
真
の
脇
能
だ

が
、
一
セ
イ
崩
シ
か
ら
ノ
リ
地
に
な
る
。
こ
こ
で
舞
に
な
る
。
舞
ア
ト
は

共
通
で
あ
る
。
融
と
同
じ
公
家
の
早
舞
物
須
磨
源
氏
が
こ
の
弓
八
幡
型
で
あ

r

I



マ
（
句
Ｃ

小
山
弘
志
氏
は
、
わ
た
し
が
さ
き
ほ
ど
引
い
た
三
道
の
「
老
体
」
の
く
だ

り
に
、
「
脇
の
能
に
は
、
尉
な
ど
出
で
て
似
合
ふ
か
か
り
な
れ
ば
、
老
体
の
風

に
定
ま
る
な
り
。
こ
の
外
、
老
体
の
能
姿
、
品
灸
に
よ
り
て
あ
る
べ
し
」
と

記
す
の
に
着
目
し
て
、
融
は
脇
能
以
外
の
「
こ
の
外
」
の
老
体
の
能
姿
に
属

す
る
と
し
、
高
砂
の
前
段
の
サ
シ
「
た
れ
を
か
も
…
…
」
以
下
と
融
の
「
陸

④

奥
は
」
以
下
と
を
並
べ
て
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
音
曲
声
出
口
伝
の
「
塩
竈
」
が
「
祝
言
」
と
「
ば
う
お
く
（
望

憶
）
」
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
ら
の
ご
着
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。
融
の

場
合
、
同
じ
老
い
を
叙
、
へ
る
の
に
も
、
高
砂
が
長
寿
の
喜
び
を
い
う
に
対
し

て
、
老
残
を
歎
く
哀
傷
性
は
否
定
し
去
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
秋
を
賞
で
、
名

勝
を
賞
で
る
祝
言
性
の
流
れ
る
の
は
、
注
目
に
価
し
よ
う
。
下
歌
か
ら
上
歌

に
か
け
て
は
、
一
部
、
辞
句
の
変
更
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
脇
能
に
置

き
得
る
て
い
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
も
、
融
は
神
能
の

モ
ジ
リ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

早
舞
の
性
格
を
鬼
の
系
列
か
ら
把
握
し
、
公
家
能
が
規
道
に
乗
っ
て
か
ら

の
昇
華
は
、
ひ
き
つ
づ
き
考
察
す
る
は
ず
で
あ
る
。

註①
三
道
や
談
儀
に
詳
し
い
。
，

②
「
謡
曲
大
観
」
第
四
巻
二
三
九
頁
。

③
「
観
世
」
昭
和
加
年
ｎ
月
号
四
八
頁
。
「
能
楽
源
流
考
」
一
三
八
七
頁
。

④
角
川
書
店
刊
・
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
「
謡
曲
・
狂
言
・
花
伝
害
」
二
八
頁
。

⑤
岩
波
文
庫
・
表
章
校
訂
「
世
阿
弥
申
楽
談
儀
」
（
以
下
「
談
儀
」
と
略
記
）
一

二
五
頁
。

鬼
か
ら
公
家
へ
（
上
）

⑥
日
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲
集
」
上
二
九
五
頁
。

⑦
「
談
儀
」
一
二
五
頁
。

⑧
「
談
儀
」
一
二
六
頁
。

⑨
本
誌
二
○
号
所
収
、
拙
稿
「
大
和
申
楽
の
芸
質
」
下
参
照
。

⑩
「
謡
曲
集
」
上
一
四
七
頁
。

⑪
野
上
豊
一
郎
「
大
臣
柱
」
所
収
、
「
『
通
小
町
』
の
ツ
レ
女
」
「
『
通
盛
』
の
ツ

レ
女
」
参
照
。

⑫
「
謡
曲
集
」
上
八
一
頁
。

⑬
「
謡
曲
集
」
上
一
六
六
頁
。

⑭
「
謡
曲
集
」
上
一
七
四
頁
。

⑮
「
芸
能
史
研
究
」
ｎ
号
所
収
、
植
木
行
宣
「
延
年
風
流
と
そ
の
形
成
」
。

⑯
以
下
、
左
吉
流
の
手
は
、
観
世
元
規
著
「
観
世
流
太
鼓
手
附
」
に
拠
る
。

⑰
観
世
流
で
も
古
く
（
盟
奥
集
）
は
、
第
六
天
の
ツ
レ
に
狩
衣
が
あ
っ
た
り
、
輪

蔵
の
ツ
レ
が
走
天
冠
だ
っ
た
り
す
る
。

谷
行
お
よ
び
側
次
に
替
る
法
被
は
ゾ
ロ
で
な
く
、
．
肩
上
げ
で
あ
る
。

⑱
「
能
楽
全
書
」
（
旧
版
）
第
五
巻
三
四
四
頁
。

⑲
森
田
光
風
著
「
要
技
類
従
」
四
’
二
五
頁
。

⑳
山
本
東
次
郎
著
「
間
狂
言
の
研
究
」
四
五
頁
。

⑳
主
に
、
法
政
大
学
日
本
文
学
会
刊
「
日
本
文
学
誌
要
」
第
、
号
所
収
、
片
桐
登

翻
刻
、
金
春
本
に
拠
る
。

⑫
「
無
間
の
底
に
堕
罪
す
、
へ
か
つ
し
を
」
で
す
る
、
「
扇
ノ
要
ニ
テ
下
ヲ
サ
ス
」

型
が
そ
れ
だ
と
い
う
。
ま
た
「
空
之
働
」
で
は
、
働
の
中
で
、
扇
を
笏
に
擬
し
て

か
ま
え
る
。

⑳
「
観
世
」
昭
和
叩
年
、
月
号
三
○
頁
。
「
能
楽
源
流
考
」
一
三
六
○
頁
。

⑳
「
観
世
」
昭
和
弼
年
６
月
号
三
九
頁
な
ど
。

⑳
も
っ
と
も
、
曲
調
の
高
ま
り
を
頭
で
表
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て

西
行
桜
の
舞
に
も
、
似
我
伝
書
に
授
れ
ぱ
、
似
我
与
左
衛
門
は
頭
を
重
ね
て
打
つ

二
五

､



I

○
本
稿
に
引
い
た
主
な
る
伝
書
の
本
文
は
、
次
の
諸
本
に
拠
っ
た
。

凡
姿
花
伝
岩
波
文
庫
本
・
西
尾
実
校
訂

三
道
日
本
古
典
文
学
大
系
「
歌
論
集
能
楽
諭
集
」

申
楽
談
儀
岩
波
文
庫
本
・
表
章
校
訂

〔
こ
と
わ
り
〕

○
本
稿
の
一
部
は
、
昨
年
九
月
十
一
日
、
立
命
館
大
学
に
お
い
て
開
か
れ
た
「
芸
能

本
稿
の
一
部
は
、
昨
年
九
月
十
一
日
、
立
命
』

史
研
究
会
」
例
会
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
よ
う
で
あ
る
が
。

一
一
一
ハ

〆


