
１
．
は
し
が
き

世
阿
六
十
一
才
（
一
四
二
四
・
応
永
三
十
一
年
）
の
二
月
、
能
を
書
く
ぺ
き

心
得
と
し
て
、
次
男
元
能
に
相
伝
さ
れ
た
能
作
書
に
、
「
此
能
共
を
も
て
新
作

の
本
体
と
す
ぺ
し
」
と
し
て
、
風
体
別
に
挙
げ
ら
れ
た
、
や
は
た
．
あ
び
老
以

下
、
都
合
二
十
九
曲
は
、
世
阿
六
十
八
才
の
十
一
月
、
世
阿
か
ら
の
聞
き
書
き

と
し
て
元
能
が
編
ん
だ
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
（
以
後
「
談
儀
」
と
略
称
す

も
ぐ
る
く

１
．
は
し
が
き

Ｉ
、
観
阿
系
も
の
ま
ね
能
の
一
類
型

Ⅲ
．
観
阿
か
ら
世
阿
へ

以
下
次
号

Ⅲ
．
世
阿
創
作
能
に
お
け
る
「
大
和
」
的
性
格

Ｖ
・
忠
度
を
中
心
と
す
る
修
羅
も
の
の
変
貌

Ⅵ
．
結
崎
能
と
金
春
能
な
ど

Ⅷ
、
む
す
び

大
和
申
楽
の
芸
質
八
上
Ｕる

）
の
「
能
書
く
や
う
」
の
項
に
、
新
作
の
模
範
例
と
し
て
、
い
ま
一
度
、
作

者
別
に
記
さ
れ
、
「
是
、
新
作
の
本
に
い
だ
さ
れ
た
る
能
也
。
三
道
（
筆
者

注
、
能
作
書
）
に
有
と
い
へ
共
、
作
者
を
つ
く
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

二
十
九
曲
は
、
大
和
申
楽
の
も
つ
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
う
ち
で
も
、
こ
と
に
、
そ

の
面
目
を
現
わ
し
伝
え
た
も
の
な
の
だ
。

い
っ
た
い
、
風
姿
花
伝
（
世
阿
三
十
七
才
か
ら
四
十
一
・
二
才
ま
で
に
、
篇

を
逐
う
て
成
る
１
以
下
、
「
花
伝
」
と
略
称
す
る
ｌ
）
か
ら
花
鏡
（
枇
阿
六
十

二
才
の
と
き
に
成
る
）
へ
は
、
世
阿
に
か
な
り
の
変
貌
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
花

伝
の
奥
儀
篇
（
世
阿
四
十
才
の
と
き
に
成
る
）
の

お
よ
そ
、
こ
の
道
、
和
州
・
江
州
に
お
い
て
風
体
変
れ
り
。
江
州
に
は
、

幽
玄
の
境
を
取
り
立
て
て
、
物
ま
ね
を
次
に
し
て
、
か
か
り
を
本
と
す
。
和

州
に
は
、
先
づ
、
物
ま
ね
を
取
り
立
て
て
、
物
数
を
尽
し
て
、
し
か
も
幽
玄

の
風
体
な
ら
ん
と
な
り
。
（
中
略
）
和
州
の
風
体
、
物
ま
ね
、
儀
理
を
本
と

タ
ケ

し
て
、
あ
る
い
は
長
の
あ
る
粧
、
あ
る
い
は
（
怒
れ
る
）
振
舞
、
か
く
の
如

く
の
物
数
を
、
得
た
る
所
と
人
も
心
得
、
嗜
み
も
こ
れ
専
ら
な
れ
ど
も
、
亡

父
（
筆
者
注
、
観
阿
）
の
名
を
得
し
盛
り
、
静
が
舞
の
能
、
嵯
峨
の
大
念
仏

の
女
物
狂
ひ
の
物
ま
ね
、
殊
に
ノ
ー
得
た
り
し
風
体
な
れ
ば
、
天
下
の
褒

味
方

八

健



美
、
名
望
を
得
し
事
、
（
世
）
も
て
隠
れ
な
し
。
《
」
れ
、
幽
玄
無
上
の
風
体

な
り
。

な
ど
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
和
申
楽
の
風
体
は
、
本
来
も
の
ま
ね
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
篇
か
ら
二
十
年
後
の
花
鍍
、
こ
と
に
「
幽
玄
之
入
レ
堺

事
」
の
条
を
見
る
と
、
か
な
り
芸
質
に
相
違
を
見
せ
て
い
る
。
ひ
と
く
ち
に
い

①

う
な
ら
ば
、
も
の
ま
ね
の
能
が
幽
玄
の
能
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
花
伝
に
お
い
て
も
、
さ
き
に
引
い
た
よ
う
に
、
も
の
ま
ね
の
上
に
幽
玄
を

具
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
申
楽
と
は
、
元
来
、
神
楽
で
あ
っ
て
、
舞
歌

よ
り
お
こ
る
（
舞
歌
と
は
幽
玄
な
る
風
趣
の
も
の
と
い
う
考
え
）
と
い
う
理
論

づ
け
も
、
花
伝
（
序
お
よ
び
神
儀
篇
）
か
ら
談
儀
（
序
）
ま
で
変
わ
り
は
な
い

が
、
も
の
ま
ね
こ
そ
自
家
本
来
の
面
目
と
い
う
意
識
が
強
い
の
は
、
な
ん
と
い

っ
て
も
世
阿
中
期
で
あ
り
、
幽
玄
じ
た
い
、
「
た
だ
言
葉
賎
し
か
ら
ず
し
て
、

、
、
傍
点
筆
者

姿
幽
玄
な
ら
ん
を
、
（
承
け
た
る
）
達
人
と
は
申
す
べ
き
か
」
（
花
伝
序
）
の

、
、
傍
点
筆
者

幽
玄
と
、
「
殊
更
当
芸
に
於
い
て
、
幽
玄
の
風
躰
、
第
一
と
せ
り
」
（
花
鏡

幽
玄
之
入
レ
隈
事
）
の
幽
玄
と
は
、
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
家

②

の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
叩
、
世
阿
自
身
の
変
貌
で
も
あ
ろ
う

が
、
花
伝
を
亡
父
観
阿
の
遺
訓
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
観
阿
か
ら
泄
阿

へ
の
変
貌
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
招
来
し
た
原
因
は
、
直
接
に
は
、
近
江
申
楽

の
犬
王
道
阿
の
影
響
、
大
き
く
は
能
を
支
え
る
力
の
質
の
移
り
変
わ
り
で
あ

一
○
Ｃ

以
上
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
い
わ
ば
、
も
う
常
識
化
し
た
こ
と
が
ら
な
の
だ

が
、
も
の
ま
ね
の
能
が
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
幽
玄
の
能
に
な
っ
て
い
っ

た
の
か
、
そ
の
昇
華
の
方
法
と
、
そ
の
後
の
能
幽
玄
化
し
て
ゆ
く
に
し
た
が

っ
て
、
も
と
の
も
の
ま
ね
の
要
素
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と

は
、
ま
だ
、
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
明
治
以
来

の
、
能
の
理
論
的
研
究
が
、
主
と
し
て
伝
書
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
、
実
際

の
作
品
、
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
演
出
面
は
、
い
つ
も
置
き
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
・
実
作
に
即
し
た
研
究
は
、
野
上
博

士
を
も
っ
て
最
初
と
す
る
が
、
小
林
静
雄
氏
あ
た
り
を
除
い
て
、
そ
れ
以
後
、

継
承
・
発
展
さ
せ
る
人
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
ん
に
ち
の
能
を
、
大
成
期

の
形
に
復
元
す
る
の
が
、
す
こ
ぶ
る
困
難
な
し
ご
と
で
あ
る
一
方
、
当
時
の
伝

書
類
は
、
か
な
り
豊
富
に
発
見
さ
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
い
き
お
い
、
こ
う
い

う
傾
向
を
生
ず
る
の
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
能
が
、
演

ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
際
の
舞
台
に
即
し
て
考
え
る
の
が
、
い
ち
ば

ん
正
当
な
態
度
で
あ
そ
は
ず
だ
。
世
阿
は
、
作
詞
・
作
曲
・
演
出
・
実
技
の
才

能
を
兼
備
し
た
万
能
選
手
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
な
に
に
も
ま
し
て
プ
レ
イ
ヤ
ー

で
あ
っ
た
。
か
れ
の
能
理
念
・
作
能
術
・
作
曲
法
な
ど
は
、
す
ぐ
れ
た
能
を
演

ず
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
舞
台
に
お
い
て
こ
そ
、
か
れ
の
芸
術
家
的

資
質
や
精
進
は
結
晶
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
た
か
な
伝
書
類
は
、
か
れ
自
身
が
た

び
た
び
い
う
と
お
り
、
そ
の
道
年
一
継
ぐ
べ
き
も
の
に
書
き
与
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
独
立
し
た
文
芸
理
念
の
ご
と
く
扱
う
の
は
、
当
を
得
た
方
法
で

は
あ
る
ま
い
。
こ
ん
に
ち
な
お
、
当
時
の
作
品
の
二
百
余
を
伝
え
（
テ
キ
ス
ト

の
み
伝
わ
る
も
の
は
、
数
百
を
数
え
る
）
、
面
・
装
束
・
演
出
・
手
ぶ
り
な

ど
に
、
当
時
の
お
も
か
げ
を
伝
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
大
和
申
楽
の
本
来
的
な

芸
質
や
、
そ
の
志
向
角
度
と
い
っ
た
も
の
は
、
い
ま
す
こ
し
具
体
的
に
と
ら
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
ん
に
ち
の
能
・
明
日
の
能
を

考
え
る
重
要
な
基
礎
と
な
る
の
だ
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
、
わ
た
し
は
、
冒
頭
に
い
っ
た
二
十
九
曲
を
中
心
に
、

九



Ｉ
・
観
阿
系
も
の
ま
ね
能
の
一
類
型

ま
ず
、
純
粋
の
大
和
結
峪
系
の
古
い
も
の
と
し
て
、
百
万
・
自
然
居
士
・
静

の
三
曲
が
注
目
を
引
く
。
静
は
、
現
在
の
吉
野
静
の
旧
作
だ
と
し
て
み
る
と

（
↑
」
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
ふ
れ
る
）
、
こ
の
三
曲
は
、
構
成
が
奔
放

で
、
用
語
ま
た
卒
俗
で
あ
り
、
語
り
ア
ヒ
に
固
定
す
る
以
前
の
、
自
由
か
つ

重
要
な
ア
シ
ラ
ヒ
ァ
ヒ
の
面
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
す
で
に
あ
き
ち

か
で
あ
る
が
、
い
ま
一
歩
、
成
立
を
再
検
討
し
、
構
想
を
考
察
し
て
み
た
い
。

百
万
は
、
能
作
書
に
「
昔
の
嵯
峨
物
狂
の
狂
女
、
今
の
百
万
こ
れ
な
り
」
と

あ
り
、
花
伝
に
、
観
阿
が
こ
の
曲
を
こ
と
さ
ら
得
意
と
し
、
幽
玄
無
上
の
風
体

を
見
せ
た
こ
と
を
し
る
す
の
は
、
小
論
の
冒
頭
に
引
い
た
と
お
り
で
あ
る
．
談

儀
の
序
に
、
い
ま
一
度
、
「
先
祖
観
阿
。
し
づ
か
ご
舞
の
能
、
さ
が
の
大
念
仏

の
女
も
の
ぐ
る
い
の
能
な
ど
、
こ
と
（
に
）
名
を
え
し
、
ゆ
う
げ
ん
む
じ
や
う

の
風
躰
也
、
と
花
伝
に
も
有
」
と
の
ぺ
て
、
観
阿
を
賞
し
て
い
る
。
お
な
じ
く

談
儀
の
曲
舞
の
音
曲
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
条
で
は
、
こ
の
曲
の
ク
セ
を
「
名

よ
の
曲
舞
共
也
」
と
評
価
し
て
い
る
。
談
儀
で
は
「
世
子
作
」
と
し
る
さ
れ
て

い
て
、
の
ち
の
二
百
十
番
謡
目
録
（
十
五
代
観
世
太
夫
元
章
の
手
に
成
る
）
に

「
清
次
（
筆
者
注
、
観
阿
）
作
」
と
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
観
阿
原
作
と
い

う
受
け
と
り
か
た
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
能
勢
博
士
・
小
林
静
雄
氏

の
、
つ
と
に
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
能
勢
博
士
は
、
五
音
（
世
阿

大
和
系
、
な
か
ん
ず
く
結
崎
系
の
本
風
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
る
必
要
を
感
ず

る
ｃ
そ
し
て
、
こ
の
二
十
九
曲
中
に
、
か
ね
が
ね
わ
た
し
が
、
能
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
に
‐
よ
り
く
わ
し
く
考
察
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

る
曲
ど
も
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
、
い
っ
そ
う
の
興
味
を
感
ず
る
の
だ
。

一
○

六
十
才
す
ぎ
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
の
下
や
談
儀
に
見
え
る
、
南
都
の
女

④

曲
舞
百
万
↓
賀
歌
（
乙
鶴
）
↓
観
阿
と
い
う
曲
舞
の
芸
系
か
ら
、
観
阿
が
、

み
ず
か
ら
の
た
し
な
む
曲
舞
芸
の
源
流
で
あ
る
百
万
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
嵯
峨

物
狂
を
書
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
傍
証
し
て
お
ら
れ
、
小
林
氏
は
、
こ
れ
に
賛

意
を
表
し
つ
つ
、
現
行
の
百
万
で
も
、
世
阿
の
狂
女
の
型
に
は
ま
っ
て
い
な
い

と
い
う
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
〈
ピ
ー
‐
エ
ン
ド
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
世

阿
の
狂
女
も
の
と
共
通
す
る
が
、
か
れ
が
描
く
と
こ
ろ
の
狂
女
曲
は
、
わ
が

子
の
ゆ
く
え
を
た
ず
ね
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
散
る
花
に
た
わ
む
れ
（
桜
川
）
、

＠

月
に
詩
を
詠
ず
る
（
三
井
寺
）
と
｛
」
ろ
が
、
曲
の
眼
目
で
あ
っ
て
、
狂
女
自
身

を
、
す
で
に
、
自
然
の
風
光
中
の
一
点
描
と
す
る
が
ご
と
き
象
徴
的
手
法
で
、

詩
的
昇
華
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
物
思
ふ
気
色
を

本
意
に
当
て
」
（
花
伝
物
学
条
条
）
る
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
忘
我
的
風

狂
が
、
こ
の
よ
う
な
感
を
も
よ
お
さ
し
め
る
の
だ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
百

万
は
ず
っ
と
素
朴
で
あ
り
、
舞
い
狂
う
こ
と
じ
だ
い
を
眼
目
と
す
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
目
的
の
自
己
運
動
を
、
い
ま
だ
お
こ
し
て
い
な
い
。
「
恋
し
や
、
な
つ

か
し
や
」
と
い
う
こ
と
が
主
題
で
億
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
わ
が
子
に
廻
り
あ

わ
ん
と
す
る
と
↑
」
ろ
に
、
一
曲
の
主
題
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
が
ど
の
程

度
の
改
作
老
ほ
ど
↑
」
し
た
か
は
、
種
種
、
異
論
、
も
出
よ
う
が
、
た
と
え
ば
、
曲

⑥

舞
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
、
ク
リ
・
サ
、
、
）
・
ク
セ
を
挿
入
し
た
に
し
て
も
、
こ
の

曲
是
に
抵
触
す
る
も
の
で
も
、
別
の
要
素
を
加
え
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ヒ

ロ
イ
ン
は
、
車
を
引
い
て
は
「
弥
陀
の
力
」
を
頼
み
、
笹
を
手
に
し
て
狂
っ

て
は
司
釈
迦
牟
尼
仏
」
に
祈
る
。
テ
キ
ス
ト
に
い
う
よ
う
に
、
わ
が
子
に
逢
わ

ん
た
め
の
「
法
楽
の
舞
」
な
の
だ
。
世
阿
の
手
に
成
る
曲
舞
形
式
の
部
分
は
、

序
（
次
第
）
と
ト
メ
に
「
親
子
あ
う
む
の
袖
な
れ
や
、
百
万
が
舞
辛
一
見
た
ま



へ
」
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
「
わ
が
子
た
べ
な
う
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
と
、
狂
人
な

が
ら
も
子
に
も
逢
ふ
と
、
至
心
は
な
き
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
：
。
：
わ
が
子
に

逢
は
せ
て
た
ぴ
た
ま
へ
」
と
、
歎
願
す
る
く
だ
り
に
、
一
段
の
昂
揚
を
は
か
っ

て
い
る
。
ア
ヒ
狂
言
の
は
や
し
念
仏
に
ひ
か
れ
て
の
特
異
な
登
場
か
ら
、
車
之

段
・
笹
之
段
（
｜
」
ん
に
ち
、
観
流
で
は
、
「
法
楽
之
舞
」
と
い
う
演
出
に
よ
っ

て
、
中
之
舞
を
も
挿
む
）
・
曲
舞
・
ク
セ
ァ
ト
の
狂
い
と
、
ま
さ
に
芸
つ
く
し
の

よ
う
な
構
成
を
も
ち
（
世
阿
の
改
作
は
、
↑
Ｉ
｜
の
線
上
に
お
い
て
、
主
題
と
の
統

一
を
さ
ら
に
強
問
に
し
た
）
、
「
肝
胆
し
て
ぞ
祈
り
け
る
。
親
子
あ
ら
む
の
袖

な
れ
や
、
百
万
が
舞
を
見
た
ま
へ
」
と
い
う
よ
う
に
、
舞
い
狂
う
｛
」
と
が
釈
迦

牟
尼
仏
（
百
万
の
舞
台
は
嵯
峨
釈
迦
堂
）
の
讃
仰
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
わ
が

子
に
逢
わ
ん
た
め
の
起
行
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
芸
を
見
せ
る
こ
と
が
、
そ
の

ま
ま
主
題
に
帰
納
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
構
想
は
、
観
阿
の
も
の
で
あ
る
と
、
わ

た
し
は
考
え
る
。
花
伝
に
見
え
、
談
儀
に
再
録
さ
れ
て
い
る
観
測
の
こ
の
曲
に

お
け
る
面
目
は
、
じ
つ
に
自
作
自
演
の
強
み
で
あ
っ
た
と
見
る
、
へ
き
だ
。
↑
‐
一
う

し
た
点
に
お
け
る
共
通
性
を
、
本
曲
と
自
然
居
士
・
吉
野
静
に
見
出
だ
し
、
逆

に
、
そ
の
性
格
を
観
阿
的
な
も
の
と
し
て
、
断
片
的
資
料
の
裏
づ
け
に
も
っ

て
ゆ
く
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

自
然
居
士
は
、
談
儀
に
「
観
阿
作
」
と
あ
り
、
五
音
の
下
に
「
亡
父
（
筆
者
注
、

観
阿
）
曲
」
と
し
て
、
「
夫
一
代
ノ
ヶ
ウ
ボ
ウ
ハ
、
五
ジ
八
ケ
ウ
ヲ
ケ
ッ
リ
」

以
下
、
か
な
り
長
い
章
句
を
引
い
て
い
る
。
談
儀
の
序
に
は
、
「
（
観
阿
ガ
）

ば
か
り

じ
れ
ん
こ
じ
な
ど
に
、
く
る
か
み
き
、
か
う
ざ
に
な
を
ら
れ
し
、
十
二
三
斗
に

見
ゆ
。
『
そ
れ
一
代
の
け
う
ぼ
う
』
よ
り
、
う
つ
り
ノ
ー
ｌ
申
さ
れ
し
を
、
ろ
く
を

ん
ゐ
ん
、
世
子
に
御
む
か
い
有
て
、
『
ち
ご
は
こ
ま
た
を
か
か
う
と
お
も
ふ

共
、
こ
ゞ
は
か
な
ふ
ま
じ
き
』
な
ど
、
御
か
ん
の
あ
ま
り
御
り
こ
う
有
し
な

り
」
と
見
え
て
い
て
、
や
は
ｈ
、
観
阿
が
、
自
作
自
演
の
本
曲
で
、
自
在
の
変

現
を
見
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
問
題
は
、
こ
の
「
そ
れ
一
代
の
教
法
」
な
る
一

段
が
、
現
行
の
同
曲
に
な
い
こ
と
だ
。
能
勢
博
士
は
、
能
作
書
の
「
自
然
居
士

古
今
有
り
」
を
、
観
阿
原
作
曲
と
、
世
阿
改
作
曲
で
あ
ろ
う
か
と
類
推
し
て
い

ら
れ
る
。
わ
た
し
は
、
構
成
上
、
現
行
の
居
士
の
端
正
な
登
場
直
後
、
「
謹
み

敬
っ
て
日
す
。
…
・
」
以
下
三
行
ほ
ど
が
、
こ
の
一
段
の
縮
約
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
そ
し
て
、
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
、
三
曲
を
同
一
卒
面
上
に
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
行
の
本
曲
に
、
百
万
の
ぱ
あ
い
と
お
な
じ
く
、
観
阿
の
作
能
精
神

が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。
自
然
居
士
は
半
僧
半
俗
の
喝
食
で
あ
る
々

か
れ
の
説
法
の
場
に
来
て
い
る
少
女
を
引
っ
た
て
て
い
っ
た
人
買
い
（
さ
き
一
に

少
女
の
身
を
買
い
と
っ
た
）
の
手
か
ら
、
彼
女
を
救
う
に
脱
た
っ
て
、
「
か
れ

は
道
理
、
↑
」
な
た
は
ひ
が
こ
と
」
と
い
う
ほ
ど
の
常
識
派
で
あ
る
一
面
、
「
説

法
は
百
日
千
日
き
こ
し
め
さ
れ
て
も
、
善
悪
二
つ
を
弁
へ
ん
た
め
ぞ
か
し
。
今

の
女
は
善
人
、
商
人
は
悪
人
、
善
悪
の
二
道
こ
こ
に
極
ま
っ
て
候
ふ
は
い
か

に
。
け
ふ
の
説
法
は
↑
」
れ
ま
で
な
り
」
と
説
法
を
中
断
し
、
「
仏
道
修
行
の
た

め
な
れ
ば
、
身
辛
一
捨
て
人
を
助
」
け
よ
う
と
い
う
、
倫
理
的
実
践
派
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
態
度
は
「
奥
陸
奥
の
国
へ
は
下
る
と
も
、
舟
よ
り
は
下
り
ま
じ
く

候
」
・
「
命
を
と
る
と
も
、
ふ
つ
っ
と
下
り
ま
じ
い
」
と
い
う
ほ
ど
ひ
た
む
き

で
あ
る
。
そ
の
居
士
が
、
人
商
人
に
な
ぶ
ら
れ
る
と
知
り
つ
つ
、
中
之
舞
・
舟

の
蠅
舞
・
さ
さ
ら
・
掲
鼓
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
遊
興
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
・
そ
れ

が
、
け
っ
し
て
、
主
題
か
ら
遊
離
し
な
い
。
芸
じ
た
い
診
見
せ
よ
う
と
す
る
興

趣
に
、
是
が
非
で
閥
少
女
を
助
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
こ
の
舞
は
、
そ
の
た
め

の
「
狂
言
綺
話
」
な
の
だ
と
い
う
、
強
い
居
士
の
意
志
が
底
流
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
百
万
の
車
を
引
く
型
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
型
が
も
の
ま
ね
で
あ

る
と
同
様
、
こ
の
曲
も
、
も
の
ま
ね
芸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
大
き
一
く

一
一



は
、
ひ
と
く
だ
り
ず
つ
が
、
当
時
、
巷
間
に
流
行
し
た
雑
芸
の
も
の
ま
ね
で
あ

り
、
細
か
く
見
れ
ば
、
個
個
、
文
意
に
即
し
て
も
の
ま
ね
的
表
現
を
す
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
な
い
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
が
、
芸
を
見
せ
よ
う
と
す
る
要
素
で
あ

り
、
こ
れ
と
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
と
の
融
合
を
は
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

観
阿
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
静
は
、
従
来
、
問
題
の
あ
る
曲
で
あ
る
。
談
儀
に
は
「
井
阿
作
」
と

あ
り
、
五
言
の
上
に
は
、
「
静
亡
父
曲
次
第
花
ノ
ァ
ト
陰
ウ
松
風
ハ
ー
Ｉ
雪
ニ
ャ
シ

ッ
ヵ
ナ
ル
ラ
ン
」
と
あ
る
。
「
静
本
風
あ
り
」
と
い
う
能
作
書
の
記
載
に
よ
っ

て
、
こ
の
二
者
に
判
断
が
下
だ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
能
勢
博
士
は
、
「
談

儀
に
井
阿
作
と
し
て
あ
る
の
は
、
新
曲
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
観
阿
作
曲

と
し
て
引
用
せ
ら
れ
た
前
掲
の
次
第
を
持
つ
曲
は
、
今
日
は
供
亡
し
た
ら
し

く
、
現
存
の
も
の
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
百
十
番
謡
目
録
に
吉
野
静
の
曲
を

観
阿
作
と
し
て
居
る
が
、
吉
野
静
に
は
こ
の
次
第
は
な
い
か
ら
、
誤
と
見
る
零
〈
、

き
で
あ
ら
う
。
観
世
太
夫
書
上
に
は
、
静
観
阿
弥
井
阿
弥
両
作
と
し
て
居
る
」

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
わ
た
し
は
、
む
し
ろ
小
林
氏
の
説
に
し
た
が
い
た

い
・
氏
は
、
二
人
静
・
安
達
静
に
対
し
て
、
吉
野
静
は
、
た
ん
に
静
下
通
っ
て

い
た
。
親
元
日
記
寛
正
六
年
三
月
九
日
の
祭
に
静
と
あ
る
の
は
、
同
書
に
他
の

⑦

二
曲
が
三
人
静
・
安
達
静
と
見
え
る
か
ら
、
当
然
、
吉
野
静
だ
。
こ
の
曲
は
他

の
二
曲
に
比
し
て
古
い
。
年
代
的
に
い
っ
て
、
観
阿
原
作
曲
を
井
阿
が
改
作
し

た
の
で
あ
ろ
う
．
と
い
わ
れ
る
。
氏
の
説
ど
お
り
、
談
儀
は
、
完
成
者
の
名
を
掲

げ
、
謡
目
録
は
、
原
作
者
の
名
を
挙
げ
る
傾
向
に
あ
る
。
談
儀
に
よ
れ
ば
、
亀
阿

の
汐
汲
の
改
作
で
あ
る
松
風
村
雨
（
観
阿
の
手
も
は
い
っ
て
い
る
）
も
観
阿
の

嵯
峨
物
狂
の
改
作
で
あ
る
ひ
や
く
ま
ん
も
、
「
世
子
作
」
な
の
で
あ
る
。
「
う

か
い
、
か
し
は
ざ
き
な
ど
は
、
ゑ
な
み
の
左
衛
門
五
郎
作
也
。
さ
り
な
が
ら
、

一
一
一

い
づ
れ
も
、
わ
る
き
所
を
ぱ
の
ぞ
き
、
よ
き
↓
」
と
を
入
ら
れ
け
れ
ば
、
皆
世
子

の
作
成
く
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
そ
の
傾
向
を
如
実
に
も
の
が
た
っ
て
い

る
。
一
方
、
謡
目
録
は
、
松
風
・
百
万
・
自
然
居
士
・
吉
野
静
、
み
な
「
清
次

（
筆
者
注
、
観
阿
）
作
」
な
の
だ
。
↑
」
れ
は
、
花
伝
・
能
作
書
・
五
音
・
談
儀
、

あ
る
い
は
そ
の
断
簡
を
見
、
自
分
の
判
断
を
加
え
、
原
作
者
を
挙
げ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
２
花
伝
・
談
儀
に
観
阿
の
風
体
を
賞
讃
す
る
例
と
し
て
、
蝶
峨

の
大
念
仏
の
女
物
狂
の
物
真
似
と
と
も
に
、
静
が
舞
の
能
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
さ
き
に
引
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
小
林
氏
の
、
文
献
の
じ
っ
に
柔
軟
な

解
釈
は
、
作
品
の
構
成
や
章
句
に
、
作
家
の
特
色
を
見
よ
う
と
さ
れ
る
態
度
に

裏
づ
け
ら
れ
て
、
奥
ゆ
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
小
林
氏
は
、
吉
野
静
の
シ
テ
の
登

場
形
式
や
ワ
キ
と
ア
ヒ
狂
言
の
対
話
に
、
観
阿
的
特
色
を
見
よ
う
と
さ
れ
る
の

だ
が
、
わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ば
、
加
え
て
百
万
・
自
然
居
士
と
同
質
の
意
味

あ
い
を
も
つ
シ
テ
の
舞
に
注
目
す
べ
き
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
テ
キ
ス
ト
に
い

う
、
貢
頼
朝
・
義
経
ノ
）
御
仲
直
り
の
由
を
申
し
、
と
か
く
時
刻
を
う
つ
し
、

③

わ
が
君
を
心
し
づ
か
に
落
し
申
さ
う
ず
る
に
て
候
」
・
「
静
か
に
は
や
せ
や
、

静
が
舞
に
、
衆
徒
も
時
刻
や
、
移
す
ら
ん
・
神
こ
そ
納
受
ま
し
ま
す
ら
め
。
げ
に
こ

の
御
代
も
、
静
が
舞
」
‐
Ｉ
か
く
し
て
イ
ロ
ヱ
を
舞
ひ
ク
セ
と
な
り
、
舞
に
つ
づ
く
。

ク
セ
は
戯
曲
的
に
二
つ
の
意
味
を
持
つ
・
一
つ
は
、
時
間
を
引
き
の
ば
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
義
経
を
少
し
で
も
遠
く
ま
で
落
と
そ
う
と
い
う
心
、
い
ま
一
つ
は
、
頼

朝
と
不
和
を
招
く
原
因
と
な
っ
た
梶
原
の
謹
言
は
当
を
得
た
も
の
で
な
い
こ

と
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
ほ
ど
な
く
頼
朝
と
の
仲
は
直
り
、
洛
陽
の
西
南
一
帯

は
義
経
の
領
分
と
な
る
未
。
あ
ろ
う
こ
と
、
よ
し
い
ま
追
手
を
か
け
た
と
て
、
精
兵

ど
も
に
射
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
追
手
の
勢
を
理
屈
で
納
得

さ
せ
、
と
ど
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
舞
は
、

、
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。もの些事かつあい

，
も
の
ま
ね
狂

山
廟
臘
伺
胆
当
同
上
Ｊ

構
主
題
勘
椰
汗
泓
棚
馴
臥
蛸
如
刎
蛎
加
繩
蒋
卿
脇
鐵
總
弛

こ
と
。
う
と
す
る
こ
と
。
と
す
る
《
」
と
。

〆
讓
式
羅
灘
蕊
鮭
津
雛

テ
は
ア
シ
ラ
ヒ
出
シ

構
剣
ビ
狂
一
目
‐
｜
釧
酬
州
測
州
蝋
州
剛
削
咽
判
刷
り
仙
馴
罰
閻
制
Ｉ
＃
１
り
で
１

一
媚
’
し
寵
啄
嚥
１
１
‐
１
１
１
１
‐
ｌ

語
一
岬
峪
。
雅
語
や
和
歌
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
直
裁

Ⅲ
、
観
阿
か
ら
世
阿
へ

前
項
に
と
り
あ
げ
た
三
曲
に
続
い
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
談
儀
に
「
観
阿
作
」
と
見
え
る
小
町
と
四
位
の
少
将
で
あ
る
。

小
町
は
、
同
書
に
「
小
町
、
む
か
し
は
な
が
き
能
也
。
『
過
ゆ
く
（
筆
者
注
、

現
行
は
「
漕
ぎ
ゆ
く
」
）
人
は
た
れ
や
ら
ん
』
と
云
て
、
な
を
Ｊ
１
う
た
ひ
し

也
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
現
行
卒
都
婆
小
町
の
原
作
と
さ
れ
る
。
四
位
の
少

將
は
、
同
書
に
「
四
位
の
せ
う
し
や
う
」
中
の
も
の
と
し
て
、
現
行
通
小
町
の

辞
句
が
二
見
す
る
（
の
ち
に
引
く
こ
と
に
な
ろ
う
）
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
旧
作

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
五
音
の
上
に
「
通
小
町
、
恭
ナ
キ
御
タ
ト
（
へ
）
ナ

レ
共
、
ン
チ
タ
太
子
ハ
」
と
、
と
く
に
だ
れ
と
も
名
を
示
さ
ず
に
見
え
る
か
ら
、

世
阿
の
手
に
よ
っ
て
改
作
（
お
そ
ら
く
そ
の
せ
つ
に
改
名
も
）
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
し
、
談
儀
に
「
四
位
の
少
將
は
、
こ
ん
ぼ
ん
、
山
と
に
し
や
う
だ

う
の
有
し
が
か
き
て
・
・
・
…
」
と
め
る
か
ら
、
原
作
は
ず
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
。

さ
て
小
町
は
、
一
般
に
、
卒
都
婆
問
答
、
な
い
し
教
義
問
答
と
い
わ
れ
る
、

シ
テ
と
ワ
キ
・
ワ
キ
ッ
レ
の
や
り
と
り
に
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
つ
っ
こ
み

が
見
ら
れ
、
用
語
に
お
け
る
呼
吸
・
抑
揚
の
自
在
性
と
と
も
に
、
観
阿
的
で
あ

⑩

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
↑
」
↑
」
で
は
、
後
半
を
問
題
に
し
〒
み
た

い
。
後
半
は
も
と
、
談
儀
に
あ
る
よ
う
に
、
「
其
あ
た
り
に
玉
津
島
の
御
座
有

と
て
、
へ
い
は
く
を
さ
ち
げ
け
れ
ば
、
み
さ
き
と
成
て
出
現
有
躰
」
で
あ
っ
た

が
、
世
阿
の
談
儀
口
述
の
こ
ろ
に
は
、
「
当
世
是
を
略
す
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
載
と
い
い
、
現
行
、
物
着
後
の
章
句
・
風
趣

と
い
い
、
世
阿
は
、
主
と
し
て
後
半
、
こ
と
に
シ
テ
が
少
将
百
夜
が
よ
い
の
さ
ま

を
ま
な
ぶ
く
だ
り
を
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
章
句
の
角
の
な
さ
、
雅
ぴ
さ

一
一
一
一



、

は
、
執
心
と
い
う
、
つ
っ
こ
ん
だ
主
題
を
，
も
つ
本
曲
中
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い

つ
そ
う
世
阿
的
な
る
を
思
わ
し
め
ろ
。
こ
こ
に
注
目
す
ぺ
き
は
、
世
阿
が
、
け

っ
し
て
、
が
ら
り
と
書
き
改
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
世

阿
の
方
向
を
、
貴
族
化
・
観
念
化
と
し
て
批
判
す
る
人
人
に
、
こ
こ
の
と
こ
ろ

を
心
得
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
こ
の
曲
は
、
リ
リ
カ
ル
な
昔
恋
し
さ
を
描
く

も
の
で
は
な
い
。
「
身
は
浮
草
を
誘
ふ
水
、
な
き
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ
」
と
い

う
、
い
く
つ
も
の
意
味
あ
い
を
含
む
次
第
か
ら
、
卑
下
と
嬬
慢
の
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
粁
余
曲
折
を
重
ね
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
じ
つ

に
切
実
な
、
食
と
魂
の
飢
え
に
、
あ
た
か
も
餓
鬼
の
ご
と
き
腸
が
き
を
見
廿
、

「
小
町
が
も
と
へ
通
は
う
よ
な
う
」
と
、
あ
ら
ぬ
こ
と
を
口
ば
し
ｈ
、
「
あ
ら
人

恋
し
や
」
と
も
だ
え
る
。
「
人
恋
し
い
と
は
、
さ
て
お
こ
と
に
は
い
か
な
る
者

の
輯
き
添
ひ
て
あ
る
ぞ
」
と
、
ワ
キ
は
不
審
す
る
。
「
小
町
に
心
を
懸
け
し
人

は
多
き
中
に
も
、
こ
と
に
思
ひ
深
苣
の
四
位
の
少
將
の
、
恨
み
の
数
の
廻
り
来

て
、
車
の
し
ぢ
に
通
は
ん
」
ｌ
か
く
し
て
、
百
夜
が
よ
い
を
ま
な
蕊
の
だ
。

い
っ
た
い
、
こ
の
「
ま
な
（
倣
）
ぷ
」
と
い
う
の
が
、
大
和
本
来
の
風
体
で
あ

、
、
、
、

る
も
の
ま
ね
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
も
の
ま
ね
の
中
に
、
主

題
の
掘
り
下
げ
を
行
な
う
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
ぱ
あ
い
は
、
少
将
自
身
の
撫
念

が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
「
関
守
は
あ
り
と
も
、
留
ま
る
ま
じ
や
」
、

「
月
に
も
行
く
、
闇
に
も
行
く
、
雨
の
夜
も
風
の
夜
も
」
、
「
時
を
も
変
へ

ず
」
、
「
百
夜
ま
で
」
通
わ
ん
と
す
る
熱
情
的
な
意
志
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
を
超

え
た
宿
命
的
執
心
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
観
阿
老
ふ
ま
え
る
世

阿
の
昇
華
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

通
小
町
で
、
「
と
て
も
の
こ
と
に
車
の
し
ぢ
に
、
百
夜
か
よ
ひ
し
と
一
」
ろ
を

、
、
、
、

ま
な
う
で
御
見
せ
候
へ
」
と
、
ワ
キ
に
所
望
さ
れ
た
シ
テ
が
、
や
は
り
百
夜
が

’
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よ
い
を
ま
な
ぶ
の
も
お
な
じ
構
想
で
、
こ
ん
に
ち
な
お
、
「
夜
も
明
け
よ
」
・
「
笠

も
見
ぐ
る
し
」
・
「
簑
を
も
脱
ぎ
捨
て
、
花
栩
衣
の
色
襲
、
裏
紫
の
藤
ば
か

ま
：
．
：
・
月
の
盃
な
り
と
て
も
」
な
ど
、
も
の
ま
ね
的
な
型
が
付
い
て
い
る
。

「
四
位
の
せ
う
し
や
う
に
、
三
振
の
雨
か
」
、
ち
や
う
ど
ふ
む
」
（
談
儀
）
な

ど
の
型
も
、
い
ま
に
変
わ
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
の
お
も
か
げ
を
、
現
行
の

型
か
ら
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
し
の
ぼ
う
と
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
は

い
え
ま
い
。
こ
れ
も
主
題
は
宿
命
的
執
心
で
あ
る
。

卒
都
婆
小
町
・
通
小
町
の
百
夜
が
よ
い
の
く
だ
り
は
、
こ
の
よ
う
に
も
の
ま

、
、
、
、

、
、
、
、

ね
芸
を
根
底
と
る
。
実
技
的
に
は
は
た
ら
き
で
あ
る
。
は
た
ら
き
と
は
、
こ
ん

に
ち
の
術
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
龍
神
も
の
や
鬼
も
の
の
そ
れ

と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
い
う
、
動
き
の
激
し
い
所
作
も
、
は
た
ら
き
で
あ
る

が
、
大
和
が
本
風
と
す
る
写
実
的
所
作
を
、
本
来
、
は
た
ら
き
と
い
う
の
で
あ

⑳
る
。
文
学
ど
お
り
、
こ
れ
は
グ
イ
グ
イ
と
は
た
ら
く
動
作
に
、
ま
ず
具
体
的

な
意
味
を
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
』
」
れ
を
演
出
的
に
つ
っ
こ
ん
で
ゆ
く

と
、
主
題
の
掘
り
下
げ
が
、
か
な
り
な
ま
な
ま
し
く
、
主
た
深
刻
に
行
わ
れ
る

の
だ
。
は
た
ら
き
に
対
す
る
も
の
が
舞
で
あ
る
。
↑
‐
｜
ち
ら
は
、
ま
こ
と
に
リ
ズ

ミ
カ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
具
体
的
意
味
は
な
く
、
情
趣
美
や
舞
踊
美
と

い
っ
た
も
の
を
眼
目
と
す
る
。
つ
ま
り
、
幽
玄
な
る
風
体
で
あ
潟
。
本
来
こ
ち

ら
は
、
近
江
の
本
風
で
ふ
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
引
い
た
花
伝
の
記
載
に
も
明
き

ら
か
で
あ
る
し
、
「
あ
ふ
み
の
か
兇
り
は
、
立
ど
ま
り
て
あ
つ
と
い
は
す
る
所

を
ば
つ
ゆ
程
も
心
に
か
け
ず
、
た
ぶ
ノ
ー
ー
と
、
か
ゞ
り
を
の
み
本
に
せ
し
也
」

（
談
儀
）
な
ど
も
、
両
国
の
風
体
の
違
い
を
知
る
よ
す
が
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

談
儀
に
は
ま
た
、
「
よ
ろ
づ
の
物
ま
ね
は
心
ね
成
琴
へ
し
。
先
其
心
ね
Ｊ
１
を
お

も
ひ
わ
か
ち
て
の
上
の
、
風
情
‐
か
出
り
也
」
と
い
う
、
い
ま
問
題
に
し
て
い



る
三
曲
を
理
解
す
る
う
え
に
、
は
な
は
だ
意
味
深
長
な
こ
と
ば
で
起
こ
さ
れ
た

条
が
あ
り
、
そ
の
条
に
、
「
四
位
の
せ
う
し
や
う
の
能
、
こ
と
お
ほ
き
能
也
。

い
ぬ
わ
う
は
、
え
（
す
ま
じ
き
）
也
と
申
け
る
也
〕
一
む
き
に
成
共
せ
ぱ
、

や
ま
と
の
は
や
し
に
て
す
べ
き
、
と
申
け
る
と
か
や
」
と
見
え
る
。
犬
王
道
阿

は
、
「
上
三
く
わ
に
て
、
つ
ゐ
に
中
上
に
だ
に
お
ち
ず
。
中
・
下
を
し
ら
ざ
り

し
も
の
」
で
、
「
天
女
な
ど
を
も
、
さ
（
ら
）
り
さ
Ｊ
１
と
、
ひ
て
う
の
風
に

、
、
、
傍
点
筆
者

し
た
が
ふ
が
ご
と
く
に
ま
ひ
し
」
（
談
儀
）
達
者
だ
っ
た
が
、
か
れ
に
し
て
す

、
、
、
、

ら
、
な
か
な
か
、
こ
の
大
和
風
の
は
た
ら
き
は
こ
な
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
二
曲
に
お
い
て
は
、
本
来
の
は
た
ら
き
に
、
か
な
り
舞
の
手
ぶ

り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
卒
都
婆
小

町
の
「
狩
衣
の
袖
を
う
ち
か
づ
い
て
、
人
目
し
の
ぶ
の
通
ひ
路
の
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
は
、
左
袖
（
も
と
は
長
紺
で
な
く
、
水
衣
だ
っ
た
）
を
か
づ
き
、
扇
で

面
を
お
お
う
て
、
伏
せ
ぎ
み
に
し
て
左
へ
廻
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
意

、
、
、

の
写
実
か
ら
川
た
型
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
術
語
を
使
う
な
ら
か
か
り
、
つ
ま

り
、
情
趣
美
を
ね
ら
お
う
と
す
る
意
図
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い

う
点
で
は
、
通
小
町
の
「
花
摺
衣
の
色
雲
、
裏
紫
の
藤
ば
か
ま
」
な
ど
の
型
も

お
な
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
卒
都
婆
小
町
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
だ
い
た
い
、
百
夜

が
よ
い
を
ま
な
ぶ
前
に
、
物
着
で
、
風
折
烏
帽
子
を
つ
け
、
長
絹
を
着
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
古
く
と
も
十
八
世
紀
中
葉
ご
ろ
、
新
し
く
は
、

十
九
世
紀
末
ま
で
の
型
が
混
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
能
楽
穂
奥
集
（
観
世

Ｊ
、
つ
ろ
ぎ

流
）
は
、
ま
だ
、
「
物
着
有
時
ハ
出
た
畠
ん
ト
甘
、
…
…
イ
ロ
ヱ
有
り
」
断
と

わ
っ
て
、
物
着
の
な
い
の
を
正
当
と
し
て
い
る
。
観
世
で
は
、
イ
ロ
ヱ
は
、
こ

ん
に
ち
「
彩
色
之
伝
」
と
い
う
習
い
ご
と
の
と
き
に
限
ら
れ
る
。
も
と
も
と
、

穂
奥
集
の
記
載
ど
お
り
、
イ
ロ
ヱ
は
物
着
と
並
ん
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
金
春
・
金
剛
で
は
、
イ
ロ
ヱ
と
呼
ば
ず
に
、
カ
ケ
リ
と
い
う
名
称

を
用
い
て
い
る
。
カ
ケ
リ
と
は
、
本
来
は
た
ら
き
ご
と
、
イ
ロ
ヱ
は
舞
の
手
ぶ

り
で
あ
っ
て
、
こ
の
へ
ん
に
も
、
本
曲
の
歩
み
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
本
曲
に
用
い
る
面
に
、
小
町
老
女
（
ま
た
は
老
女
小
町
）
と
い
う
の
が
あ

り
、
十
八
滑
一
紀
に
は
、
実
作
（
出
目
洞
水
作
）
と
、
記
載
（
大
野
出
目
家
伝
害
）

と
が
見
え
、
十
六
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
八
帖
本
花
伝
書
に
は
、

ま
だ
、
本
曲
に
痩
女
を
か
け
る
よ
う
に
し
る
し
て
あ
る
が
、
い
つ
の
こ
ろ

⑫

か
ら
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
面
の
骨
絡
は
、
痩
女
の
と
お

り
で
、
濯
女
の
衰
え
に
、
そ
の
昔
「
瞳
娼
た
り
し
」
優
女
で
あ
っ
た
ら
し
い
残

ん
の
香
と
、
品
位
と
騎
慢
を
加
え
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
こ
ん
に
ち
で
は
、

ず
つ
と
苦
悩
が
少
な
く
て
高
雅
な
老
女
な
ど
を
か
け
た
り
す
る
。
お
な
じ
く

通
小
町
は
、
痩
男
（
痩
女
と
と
も
に
、
十
四
世
紀
後
半
の
日
氷
打
ち
の
名
品
が

８
、
、
、

現
存
す
る
）
の
曲
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
品
格
を
添
え
た
う
た
か
た
な
る
銘
の
面

⑬

が
、
通
小
町
専
用
の
特
殊
面
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
八
帖
本
花
伝
書
に

は
、
「
霊
の
痩
男
」
し
る
と
し
、
「
通
小
町
は
面
の
心
持
違
ひ
候
・
其
仔
細
は
、

公
家
な
り
。
深
草
の
少
将
恋
に
や
つ
れ
死
し
た
る
顔
な
れ
ば
面
も
気
高
き
を

用
ゐ
る
な
り
」
と
あ
る
。
面
に
お
け
る
↑
」
う
し
た
動
き
は
、
卒
都
婆
小
町
の
水

⑭

衣
か
ら
長
絹
へ
、
通
小
町
の
大
口
か
底
指
貫
へ
と
い
う
装
束
に
お
け
る
動
き

、
、
、
、

、

と
同
方
向
の
も
の
で
あ
り
、
世
阿
の
は
た
ら
き
か
ら
舞
へ
、
も
の
ま
ね
の
能
か

ら
幽
玄
の
能
へ
の
昇
華
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
時
代
を
逐
う
て
の
自

己
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
観
阿
の
、
あ
り
か
た
（
た

、
、
、
、

、
、
、

と
え
ば
Ｙ
軸
）
と
し
て
は
も
の
ま
ね
、
実
技
上
（
た
と
え
ば
Ｘ
軸
）
は
は
た
ら

、き
と
い
う
位
置
に
応
標
を
定
め
、
幽
玄
・
舞
と
い
う
位
置
へ
動
か
し
て
み
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
世
阿
的
方
向
と
い
う
↑
」
と
で
あ
り
、
能
は
数
世
紀
間
、
自
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己
運
動
と
し
て
、
そ
の
延
長
線
を
描
き
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

●

こ
う
い
う
も
の
を
世
阿
的
な
幽
玄
だ
と
す
れ
ば
嵯
冊
物
狂
の
幽
玄
無
上
の

風
体
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
百
万
や
吉
野
静
に

相
応
す
る
風
情
が
観
阿
の
い
う
幽
玄
で
あ
り
、
観
阿
系
の
も
の
ね
能
を
掘
り

下
げ
て
い
こ
う
と
し
た
卒
都
婆
小
町
や
次
条
に
の
べ
る
定
家
が
、
し
だ
い
に
純

化
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
が
世
阿
の
幽
玄
で
あ
る
と
解
し
た
い
・
章
句
の
上
に
も

す
で
に
変
化
が
み
ら
れ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
新
作
改
作
の
出
現
で
は
な

く
、
既
成
曲
の
継
承
に
お
い
て
、
舞
台
上
の
作
品
に
具
象
さ
れ
る
世
界
の
変
貌

が
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

世
阿
の
幽
玄
は
．
直
接
に
は
、
犬
王
道
阿
の
影
響
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

し
、
か
れ
自
身
、
理
念
的
に
は
、
「
先
、
本
風
（
｛
」
の
ぱ
あ
い
幽
玄
な
る
舞
歌

二
曲
を
意
味
す
る
）
よ
り
次
第
ノ
ー
に
う
つ
る
べ
し
」
（
談
儀
序
）
と
い
う

が
、
身
に
つ
い
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
観
阿
に
き
び
し
く
訓
練
さ
れ
た
は
子
の

大
和
風
の
デ
ッ
サ
ン
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
昇
華
さ
れ
た
幽
玄
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
点
、
近
江
の
幽
玄
と
は
、
そ
の
な
り
た
ち
を
異
に
す
る
。
世
阿

は
、
喜
阿
、
観
阿
の
手
を
経
て
来
た
松
風
村
雨
を
、
し
ご
く
リ
リ
カ
ル
に
、
か

つ
前
半
は
情
趣
的
に
書
き
お
ろ
し
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
大
和
本

来
の
質
に
深
く
根
を
下
ろ
し
つ
つ
、
昇
華
の
方
向
を
た
ど
っ
た
人
で
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
は
、
大
和
芸
質
の
本
流
を
見
た
い
の
で
あ
る
。
花
伝

に
い
う
舞
歌
二
曲
と
は
、
三
体
（
老
・
女
↓
軍
）
の
も
の
ま
ね
を
徹
底
さ
せ
る

た
め
の
も
の
、
つ
ま
り
演
技
力
を
養
う
基
礎
訓
練
で
あ
り
、
も
の
ま
ね
を
幽

玄
な
ら
し
め
よ
う
、
す
な
わ
ち
「
花
」
を
咲
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

し
、
花
伝
や
談
儀
に
、
申
楽
は
神
楽
ゆ
え
、
舞
歌
二
曲
、
つ
ま
り
、
幽
玄
の
風

体
が
本
風
下
あ
る
と
い
う
の
は
、
大
和
申
楽
の
座
の
由
緒
づ
け
、
格
づ
け
的
な

一
一
〈

意
味
を
多
分
に
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
能
作

書
な
ど
に
、
す
で
に
、
し
き
り
に
幽
玄
第
一
字
義
を
主
張
す
る
が
ご
と
き
こ
と

ば
が
見
え
る
が
、
「
貴
人
の
賞
翫
」
・
「
衆
人
愛
敬
」
・
「
天
下
の
名
望
」
を

得
る
と
い
う
効
用
が
、
か
な
り
強
く
支
配
し
て
い
る
の
だ
。
極
端
に
い
え
ば
、

「
こ
の
道
は
見
所
を
本
に
す
る
業
な
れ
ば
、
そ
の
当
世
々
々
の
風
儀
に
て
、

幽
玄
を
翫
ぶ
見
物
衆
の
前
に
て
は
、
強
き
方
を
ぱ
、
「
す
こ
し
物
ま
ね
に
は
づ
る

る
と
も
、
幽
玄
の
か
た
へ
は
や
ら
せ
た
ま
ふ
く
し
」
（
花
伝
花
修
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
う
し
た
一
座
の
運
営
策
と
い
う
か
、
座
長
（
太
夫
）
意

識
と
は
、
い
ち
お
う
別
に
、
花
伝
か
ら
能
作
書
を
経
て
汗
鏡
に
至
る
、
幽
玄
の

純
粋
な
芸
術
的
系
譜
は
、
↑
」
の
項
に
述
ぺ
て
来
た
よ
う
な
も
の
と
、
理
解
し
た

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
向
づ
け
の
力
に
は
、
そ
の
意
識
が
あ
っ
た
と
し
て
鴫
。

こ
の
稿
が
印
刷
に
ま
わ
っ
て
か
ら
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
「
謡
曲
集
」
上

（
横
道
万
里
雄
・
表
章
校
注
）
が
出
た
。
小
論
の
は
し
が
き
に
、
わ
た
し
は
、

能
の
実
作
に
即
し
た
理
論
的
（
な
か
ん
ず
く
演
出
面
の
）
研
究
の
弱
さ
を
指
摘

し
た
が
、
同
書
は
、
こ
の
不
満
を
解
消
し
て
く
れ
る
に
足
る
労
作
で
あ
る
。
小

論
の
内
容
に
も
、
直
接
関
係
す
る
記
述
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
然
居

士
・
卒
都
婆
小
町
の
原
作
・
改
作
の
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
解
題
中
に
、

ち
や
ん
と
記
し
て
あ
り
、
小
論
Ｉ
に
の
べ
る
観
阿
の
芸
づ
く
し
の
う
ち
、
百

万
、
自
然
居
士
、
吉
野
静
に
共
通
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
ク
リ
前
の
舞
い
ご
と

に
つ
い
て
は
、
「
前
奏
舞
」
と
名
づ
け
て
、
巻
頭
の
解
説
中
に
、
す
ぐ
れ
た
論

考
が
あ
る
（
注
⑨
参
照
）
。
ｌ
初
稿
に
あ
た
っ
て
’

○
小
論
に
引
い
た
伝
書
類
の
テ
キ
ス
ト
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

西
尾
実
校
訂
「
風
姿
花
伝
」
岩
波
文
庫
本

川
瀬
一
馬
校
訂
「
校
注
能
作
書
」
わ
ん
や



同
「
校
注
花
鏡
附
至
花
道
九
位
」
わ
ん
や

能
勢
朝
次
校
訂
「
世
阿
弥
十
六
部
集
」
所
收
「
五
↓
音
」
岩
波
書
店

表
章
校
訂
「
申
楽
談
儀
」
岩
波
文
庫
本

丸
岡
桂
校
訂
「
頭
注
花
伝
書
」
（
八
帖
本
）

謡
曲
叢
書
観
世
流
改
訂
本
刊
行
会

○
小
論
に
引
い
た
能
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
便
宜
上
、
原
則
と
し
て
、
現
行
観

世
流
本
文
と
し
た
。

○
小
論
に
引
か
せ
て
い
た
だ
い
た
能
勢
博
士
・
小
林
静
雄
氏
の
能
本
作
者
論

証
は
、
「
能
楽
源
流
考
」
所
收
「
謡
曲
作
者
考
考
察
篇
」
、
「
能
楽
史
研

究
」
に
拠
っ
て
い
る
。

註①
田
中
允
「
世
阿
弥
」
（
ア
テ
ネ
文
庫
）
中
、
「
犬
王
道
阿
の
感
化
」
・

表
章
校
訂
「
申
楽
談
儀
」
（
岩
波
文
庫
）
一
二
三
ペ
ー
ジ
、
補
註
一
・

②
野
上
豊
一
郎
「
能
の
幽
玄
の
花
」
所
収
、
「
能
の
幽
玄
」
「
物
真
似
・
幽
玄

と
能
の
錬
成
」
・

能
勢
朝
次
「
幽
玄
論
」
所
収
、
「
位
風
美
に
於
け
る
幽
玄
の
深
化
」
・

小
林
静
雄
「
能
楽
史
研
究
」
一
四
七
ペ
ー
ジ
（
「
世
阿
弥
元
清
」
）
・

同
「
世
阿
弥
」
中
、
「
世
阿
弥
の
芸
術
（
下
）
」
・

川
瀬
一
馬
「
校
注
、
花
鏡
附
至
花
道
九
位
」
花
鏡
解
題
中
、
「
観
阿
弥
か

ら
世
阿
弥
へ
の
進
展
」
・

ゞ
同
「
校
注
、
花
伝
書
」
解
題
中
、
「
風
姿
花
伝
と
花
鏡
」
・

出
中
允
「
世
阿
弥
」
（
ア
テ
ネ
文
庫
）
中
、
「
花
」
「
幽
玄
」
。

③
川
瀬
一
馬
「
校
注
、
花
伝
書
」
（
再
版
）
所
收
、
「
風
姿
花
伝
に
於
け
る
観

阿
弥
と
世
阿
弥
」
。

④
「
道
ノ
ク
セ
マ
イ
ト
申
ハ
、
上
道
、
下
道
、
西
岳
、
天
笠
、
賀
歌
女
也
（
乙

鶴
、
此
流
ヲ
亡
父
ハ
習
道
ア
リ
、
ン
也
）
・
賀
歌
ハ
、
南
都
二
百
万
卜
云
女
節

曲
舞
ノ
末
卜
云
」
（
五
音
下
）
「
観
世
、
ふ
し
の
じ
ゃ
う
ず
也
・
を
と
づ

る
が
ゞ
り
也
」
（
談
儀
）

⑤
野
上
豊
一
郎
「
能
研
究
と
発
見
」
所
収
、
「
物
狂
考
」
が
、
↑
」
の
点
を
強

調
し
て
い
る
。

⑥
小
林
静
雄
「
能
楽
史
研
究
」
七
四
・
ヘ
ー
ジ
。

⑦
丸
岡
桂
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
言
継
郷
記
・
親
元
日
記
に
「
吉
野
閑
」
の
名

が
て
出
い
る
と
い
う
。
今
回
は
詞
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

③
現
行
観
世
流
に
は
、
こ
の
前
段
が
な
い
。
手
も
と
に
あ
っ
た
喜
多
流
本
文
に

拠
っ
た
。

⑨
自
然
居
士
↓
百
万
↓
吉
野
静
と
見
て
く
る
と
、
こ
の
部
分
の
イ
ロ
エ
は
、
古

く
、
舞
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
イ
ロ
ヱ
の
成
立
が
後
世
で
あ
る
一
」
と

は
、
一
五
ペ
ー
ジ
の
卒
都
婆
小
町
の
イ
ロ
ヱ
、
次
号
掲
載
予
定
の
忠
度
の
イ

ロ
ヱ
に
つ
い
て
の
べ
た
く
だ
り
を
読
ん
で
い
た
だ
く
と
わ
か
る
）
。

⑩
小
林
静
雄
「
能
楽
史
研
究
」
七
九
‐
’
八
○
・
ヘ
ー
ジ
・

野
上
豊
一
郎
「
観
世
弥
清
次
」
九
二
’
九
八
ペ
ー
ジ
。

⑪
田
中
允
「
世
阿
弥
」
（
ア
テ
ネ
文
庫
）
四
六
。
ヘ
ー
ジ
。

⑫
初
代
金
剛
巌
氏
は
、
「
能
と
能
面
」
の
中
で
、
「
創
作
時
代
に
至
っ
て
、
痩

女
と
姥
と
の
顔
か
ら
小
町
老
女
な
る
面
を
打
出
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。
「
創

作
時
代
」
と
は
、
氏
の
定
義
で
は
だ
い
た
い
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
で
あ

つ
（
》
Ｏ

⑬
京
都
柏
原
仁
兵
衛
氏
藏
の
も
の
を
筆
者
は
見
て
い
る
。

⑭
こ
ん
に
ち
、
観
世
流
の
「
雨
夜
之
伝
」
と
い
う
演
出
で
は
指
貫
を
は
く
。

一

七


