
狂
言
「
今
参
」
考

稲

田

秀

雄

は
じ
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
今
参
と
は
新
参
者
の
謂
で
あ
る
。
狂
言
「
今
参
（
り
）
」
は
大
名
狂
言
に
分
類
さ

れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
大
名
が
新
参
者
を
雇
い
入
れ
る
類
（
他
に
「
秀
句
傘
」

「
文
相
撲
」
「
鼻
取
相
撲
」
「
蚊
相
撲
」
「
人
（
を
）
馬
」
が
あ
る
）
に
属
す
る
曲
で
あ

る
。 

大
名
の
命
に
よ
っ
て
、
太
郎
冠
者
は
新
参
者
を
連
れ
帰
る
。
大
名
が
秀
句
好
き

な
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
太
郎
冠
者
は
新
参
者
に
秀
句
を
教
え
る
。
新
参
者
は
秀
句

を
し
ば
し
ば
言
い
損
な
い
、
大
名
を
怒
ら
せ
た
り
す
る
が
、
最
後
に
は
拍
子
に
か

か
っ
て
自
ら
の
五
体
の
様
子
を
見
事
に
秀
句
で
答
え
る
、
と
い
う
の
が
近
世
初
期

以
降
現
行
に
至
る
ま
で
の
諸
流
台
本
に
共
通
す
る
筋
で
あ
る
。

 
「
翠
雲
」
は
、
元
亀
三
年
四
月
十
二
日
の
厳
島
社
遷
宮
能
に
お
け
る
上
演
の
記

録
が
あ
り
（
『
新
出
厳
島
文
書
』
）
、
室
町
期
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
新
参
物
を
雇
う
類
の
中
で
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
）
に
記

さ
れ
て
い
る
の
は
「
今
参
」
の
み
で
あ
る
こ
と
、
「
今
先
」
と
い
う
直
戴
・
単
純
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

曲
名
を
も
つ
こ
と
等
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
曲
が
こ
の
類
の
基
本
型
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
類
の
中
で
の
成
立
の
古
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い

 
 
（
3
）

え
よ
う
。

 
「
今
参
」
は
、
こ
の
よ
う
に
大
名
狂
言
の
基
本
曲
の
一
つ
で
あ
る
が
、
従
来
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

天
正
本
の
考
察
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
み
で
、
本
曲

を
単
独
で
扱
っ
た
作
品
研
究
は
い
ま
だ
な
い
。
本
稿
で
は
、
天
正
本
を
中
心
に
、

適
宜
近
世
諸
流
台
本
と
比
較
し
つ
つ
、
「
今
参
」
の
冒
頭
か
ら
結
末
ま
で
の
展
開
に

沿
っ
て
、
そ
の
構
想
・
形
成
に
関
わ
る
諸
問
題
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

 
冒
頭
に
、
あ
ら
た
に
雇
お
う
と
す
る
下
人
の
数
に
関
し
て
、
大
名
と
太
郎
冠
者

が
談
合
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
参
者
を
雇
う
類
に
お
お
む
ね
共
通
す
る

定
型
的
部
分
で
あ
る
。
最
初
、
大
名
は
莫
大
な
数
を
示
す
が
、
太
郎
冠
者
の
意
見

に
従
っ
て
そ
の
数
を
減
ら
し
、
結
局
一
人
だ
け
雇
う
こ
と
に
す
る
。
近
世
初
期
以

降
の
台
本
に
よ
る
と
、
こ
こ
の
部
分
は
、
二
三
千
↓
百
↓
二
人
↓
一
人
（
虎
明

本
）
、
八
千
斗
↓
五
百
↓
二
人
↓
一
人
（
和
泉
家
古
本
）
、
十
万
斗
↓
五
百
人
↓
二

人
↓
一
人
（
享
保
保
教
本
）
な
ど
と
い
う
具
合
で
、
極
端
に
数
を
減
ら
し
て
ゆ
く

お
か
し
み
を
専
ら
示
す
対
話
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ
の
や
り
と
り
は
、
天
正
本
に
も
す
で
に
見
え
て
い
る
。
細
部
の
せ
り
ふ
を
克

明
に
記
す
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
天
正
本
の
記
述
態
度
に
照
ら
し
て
も
珍
し
い
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
箇
所
が
早
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
。

 
 
一
、
大
名
出
て
太
郎
冠
者
を
呼
ひ
出
す
、
浪
人
を
八
千
斗
置
か
ふ
、
過
ぎ
た

 
 
と
言
ふ
、
五
千
人
三
千
人
置
人
後
一
人
に
な
る
、
一
人
置
千
人
に
向
か
ふ
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

 
 
を
置
か
ん
と
言
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
正
本
）
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傍
線
部
の
せ
り
ふ
は
、
諸
流
台
本
（
近
世
初
期
以
降
の
大
蔵
・
鷺
・
和
泉
及
び
狂

言
記
系
台
本
の
総
称
と
し
て
、
以
下
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
）
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
大
名
の
せ
り
ふ
に
つ
い
て
は
、
戦
に
備
え
て
大
勢
の
浪
人
を
雇
う
こ
と
を
目

当
て
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
一
人
し
か
雇
え
な
い
コ
聖
者
の
精
い
っ
ぱ
い
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

強
が
り
」
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
コ
人
当
千
」
（
「
イ
チ
ニ
ン
タ

ゥ
ゼ
ン
 
千
人
分
の
値
打
ち
の
あ
る
一
人
の
人
」
『
日
葡
辞
書
』
）
と
い
う
語
を
踏

ま
え
た
、
当
意
即
妙
の
…
機
知
的
な
物
言
い
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

 
太
郎
冠
者
は
こ
う
し
た
大
名
の
意
を
受
け
て
、
雇
う
べ
き
新
参
者
を
探
し
に
海

道
へ
向
か
う
。

 
 
尤
も
と
て
尋
ね
に
出
る
、
道
に
て
行
合
て
つ
れ
て
く
る
、
今
参
に
秀
句
を
教

 
 
へ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
正
本
）

太
郎
冠
者
が
海
道
で
出
会
っ
た
男
に
秀
句
を
教
え
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な

機
知
に
富
ん
だ
大
名
の
好
み
に
合
わ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
コ
人

当
千
」
の
武
勇
で
は
な
く
、
実
際
は
秀
句
と
い
う
才
芸
（
一
種
の
〈
芸
能
〉
）
の
力

が
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
曲
の
太
郎
冠
者
は
、
そ
の
秀
句
の
教
え
手
と
し
て
、

大
名
と
新
参
者
と
を
取
り
持
つ
役
割
に
徹
す
る
。
諸
流
台
本
で
は
、
大
名
は
新
参

者
が
秀
句
を
得
意
と
す
る
と
聞
い
て
、
「
身
ど
も
が
し
う
く
に
す
い
た
と
こ
ろ
で
、

き
や
つ
ま
で
し
う
く
に
す
い
た
」
（
天
理
本
）
な
ど
と
言
っ
て
喜
ぶ
の
で
あ
り
、
秀

句
好
き
と
い
う
性
格
は
明
確
に
せ
り
ふ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
大
名
の
性
格
は
、
天
正
本
段
階
で
も
す
で
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
き

た
い
。

 
 
か
御
さ
な
ひ
、
「
大
名
腹
立
、

 
②
「
今
曳
く
、
こ
れ
へ
辛
く
、
「
判
官
殿
の
思
ひ
人
て
候
、
「
里
心
は
、
「
静

 
 
か
に
参
、

 
③
「
今
招
く
、
参
か
着
た
る
烏
帽
子
こ
そ
祠
に
は
似
た
れ
、
「
そ
れ
や
さ
も
候

 
 
は
ん
、
中
に
か
み
を
い
わ
ふ
た
、

④
「
今
付
く
、
額
こ
そ
は
高
け
れ
、
「
鉢
額
て
さ
う
物
、
「
ま
な
こ
こ
そ
は
く

 
 
ほ
け
れ
、
「
か
な
つ
ほ
重
て
さ
う
物
、
「
頬
は
な
せ
に
大
き
い
、
「
着
り
頬
て
さ

 
 
う
物
、
「
鼻
は
な
せ
に
大
い
、
「
虹
梁
穿
て
さ
う
物
、
「
お
と
か
ひ
こ
そ
は
長
け

 
 
れ
、
「
槍
お
と
か
ひ
て
さ
う
物
、
く
、
く
、
拍
子
留
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
正
本
）

 
以
上
の
、
新
参
者
が
繰
り
出
す
秀
句
と
そ
れ
に
対
す
る
大
名
の
反
応
に
つ
い
て
、

天
正
本
と
主
た
る
諸
流
台
本
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
以
下
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

）
工
9
ヨ
ニ
¢
庄
川
牌
一
ゴ

③
烏
帽
子

②
判
官
の
思
父

①
破
れ
的 秀
句

○ 一 ○ △

天
正
本

○ × × ○
虎
天
芝

⊂） × × ○
之伊
蜩｡
{源

○ × × ○
天
理
本

○ × × ○
保享
ｳ本保

。） × × ○
有寛
]本政

○ 一
× ○

狂
言
外
記
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二

 
以
下
、
結
末
に
至
る
ま
で
の
展
開
は
、
大
名
の
問
い
に
対
す
る
新
参
者
の
秀
句

に
よ
る
応
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
便
宜
上
、
そ
れ
ら
の
や
り
と
り
に
①

～
④
の
番
号
を
付
す
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
①
「
今
参
く
、
こ
れ
へ
か
し
こ
よ
く
、
「
破
れ
ま
っ
て
候
、
「
心
は
、
「
い
所

（
注
）
○
 
う
ま
く
言
え
て
、
大
名
を
喜
ば
せ
る
。

 
 
△
 
う
ま
く
言
え
た
が
、
大
名
を
怒
ら
せ
る
。

 
 
×
 
言
い
損
な
っ
て
、
大
名
を
怒
ら
せ
る
。

 
 
 
 
太
郎
冠
者
が
教
え
た
秀
句
（
天
正
本
は
ど
こ
ま
で
か
を
明
記
せ
ず
）
。

新
参
者
は
太
郎
冠
者
に
教
え
ら
れ
た
秀
句
の
う
ち
、
①
「
破
れ
的
」
は
う
ま
く



狂言「今参」考

言
う
が
、
次
の
②
「
判
官
の
思
い
人
」
の
心
を
「
弁
慶
」
と
言
い
損
な
い
、
さ
ら

に
③
「
鳥
帽
子
」
に
つ
い
て
の
心
一
「
神
（
髪
）
を
祝
（
結
）
う
た
」
を
「
壁
を
塗

っ
た
」
と
言
い
損
な
い
、
再
々
大
名
を
怒
ら
せ
る
、
と
い
う
の
が
諸
流
台
本
の
展

開
で
あ
る
（
た
だ
し
、
狂
言
記
外
五
十
番
だ
け
は
③
の
言
い
損
な
い
が
な
い
）
。

 
こ
れ
に
対
し
天
正
本
で
は
、
①
「
破
れ
的
」
の
秀
句
で
大
名
が
腹
を
立
て
る
の

が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
秀
句
傘
」
の
大
名
の
よ
う
に
、
秀
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
曲
の
大
名
は
機
知

に
富
ん
だ
物
言
い
を
好
む
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
心
は
」
と
問
う
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
新
参
者
の
言
葉
を
秀
句
と
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
「
い
所
が
御
さ
な
ひ
」
と
い
う
答
え
そ
の
も
の
が
気
に
入
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
こ
れ
へ
か
し
こ
ま
れ
」
と
い
う
大
名
の
命
令
に
対
し
て

の
、
「
居
所
が
無
い
」
と
い
う
答
え
が
不
服
従
の
意
味
に
取
ら
れ
た
と
一
詳
解
し
て

 
 
 
（
7
）

お
き
た
い
。

 
以
下
、
天
正
本
で
は
、
諸
流
台
本
の
よ
う
な
秀
句
の
言
い
損
な
い
を
示
す
記
述

は
な
い
。
総
じ
て
天
正
本
は
、
秀
句
そ
れ
自
体
の
面
白
さ
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
か

た
ち
で
展
開
し
て
い
る
。
諸
流
台
本
の
よ
う
に
、
新
参
者
が
教
え
ら
れ
た
秀
句
を

何
度
も
言
い
損
な
う
と
い
う
展
開
の
以
前
に
、
最
初
の
秀
句
で
大
名
を
怒
ら
せ
た

（
①
）
後
、
相
な
る
秀
句
で
大
名
を
喜
ば
せ
る
（
②
～
④
）
と
い
う
段
階
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
天
正
本
の
内
容
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
天
正
本
の
②
～
④
の
秀
句
は
、
①
の
秀
句
で
損
な
わ
れ
た
大
名
の
機
嫌
を
直

す
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
諸
流
台
本
で
は
、
秀
句

自
体
の
面
白
さ
よ
り
も
、
そ
れ
を
言
い
損
な
う
と
い
う
、
さ
ら
に
ひ
と
ひ
ね
り
し

た
滑
稽
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
名
の
機
嫌
を
直
す
機
能
は
、

専
ら
最
後
の
掛
け
合
い
（
③
＋
④
）
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
初
期
以

降
、
現
行
に
至
る
ま
で
の
こ
う
し
た
諸
流
台
本
の
構
想
は
、
秀
句
と
い
う
も
の
が

単
純
に
喜
ば
れ
な
く
な
っ
た
時
代
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
太
郎
冠
者
が
新
参
者
に
教
え
る
秀
句
は
、
諸
流
台
本
に
よ
る
と
、

②
「
判
官
の
思
い
人
」
ま
で
で
あ
る
。
天
正
本
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
②
ま
で
は
教
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
諸
流
台
本
で
は
、
そ
れ
以
降

の
秀
句
③
④
は
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

参
者
は
③
④
の
秀
句
を
自
ら
答
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
秀
句
に
関
し
て
無
知
な

は
ず
の
新
参
者
（
太
郎
冠
者
に
秀
句
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
と
い

う
設
定
に
整
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
③
④
の
秀
句
の
性
格
と
も

関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。

 
終
曲
部
に
位
置
す
る
鳥
帽
子
に
関
す
る
秀
句
③
と
、
以
下
の
身
体
に
及
ぶ
秀
句

④
は
、
頭
の
先
か
ら
身
体
（
天
正
本
は
顔
の
み
）
に
及
ぶ
内
容
を
も
つ
こ
と
か
ら

見
て
も
、
一
連
の
”
問
答
芸
”
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
の
問
答
③
＋
④
は
、
そ
れ
ま
で
の
秀
句
①
②
が
通
常
の
せ
り
ふ
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
「
拍
子
に
か
か
っ
て
」
1
す
な
わ
ち
イ
ロ
詞
と
い
う
格
別
の
リ

ズ
ム
に
乗
っ
た
言
葉
で
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

 
○
そ
う
じ
て
某
が
国
の
な
ら
ひ
に
て
、
と
う
事
も
い
ら
ゆ
る
事
も
、
拍
子
に
か
〉

 
 
つ
て
申
が
、
た
の
ふ
だ
る
人
の
や
う
に
、
あ
り
お
り
に
仰
ら
る
〉
所
で
、
ゑ

拍
子
に
か
〉
つ
て
な
ら
は
い
か
や
う
に
も
こ
た
よ
ふ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
言
明
本
）

27 一

 
こ
た
へ
ま
ら
せ
ぬ
、

 
仰
ら
れ
ひ

○
わ
た
く
し
の
く
に
な
ら
ひ
で
、

 
て
申
ま
ら
す
る
が
、

 
 
 
 
と
う
つ
こ
た
へ
つ
す
る
事
は
拍
子
に
か
か
つ

殿
様
は
あ
り
お
り
に
お
ほ
せ
ら
る
〉
に
よ
っ
て
、
申
そ

こ
な
ふ
た
、
あ
わ
れ
、

 
申
す
ま
さ
う

○
某
力
国
ノ
ナ
ラ
イ
テ
、

 
シ
野
山
、

お
ひ
や
う
し
に
か
か
っ
て
と
わ
さ
せ
ら
れ
い
か
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
 
 
 
 
心
事
モ
イ
ラ
ユ
ル
事
モ
、
拍
子
ニ
カ
・
ツ
テ
申
付
マ

ア
リ
ヲ
リ
ニ
御
定
被
成
マ
ス
ル
ニ
依
ツ
テ
、
申
ソ
コ
ナ
イ
マ
ス
ル
、

拍
子
ニ
カ
・
ツ
テ
ナ
ラ
バ
、

如
何
様
ニ
モ
答
マ
セ
ウ
ト
仰
イ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

○
身
ど
も
の
国
の
習
ひ
で
、
問
ふ
事
も
答
ふ
る
事
も
拍
子
に
か
〉
つ
て
申
ま
す
、

頼
ふ
だ
お
方
も
拍
子
に
か
〉
つ
て
御
駕
ひ
な
さ
る
》
な
ら
ば
、
か
た
じ
け
な
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ふ
御
ざ
ら
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
狂
言
記
外
五
十
番
）

諸
流
台
本
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
せ
り
ふ
は
、
新
参
者
が
そ
れ
ま
で
秀
句
を
言
い
損

な
っ
た
こ
と
へ
の
言
い
訳
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
が
教
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
の

秀
句
③
④
を
見
事
に
言
え
る
こ
と
の
理
由
付
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

 
右
の
よ
う
な
扱
い
は
、
こ
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
③
＋
④
と
い
う
演
戯
（
劇

以
前
の
芸
）
を
終
曲
部
に
据
え
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
、
一
曲
が
構
想
さ
れ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
演
戯
を
取
り
込
む
こ
と
が
、

人
物
の
性
格
設
定
よ
り
も
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
参
者
が
太
郎
冠
者
に
教

わ
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
を
見
事
に
こ
な
す
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
橋
本
朝
生
氏
は
、
「
早
早
」
の
形
成
の
核
と
な
っ
た
の
は
「
祝
言
の
詞
」
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
秀
句
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
仔
細
に
見

る
と
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
①
②
の
秀
句
と
、
終
曲
部
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕

③
＋
④
は
、
演
戯
と
し
て
は
形
態
的
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
今
参
」

の
秀
句
の
う
ち
、
特
に
③
④
に
関
し
て
は
、
何
ら
か
の
問
答
芸
の
影
響
が
介
在
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ら
の
秀
句
や
問
答
は
た
だ
漫
然
と
狂
言
の
中
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
曲
の
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
と
関
連
し
て
、
相
応
の
機
能

を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
曲
の
基
底
に
は
、
主
人
（
大

名
）
の
前
で
、
下
人
（
新
参
者
）
が
、
そ
の
持
て
る
芸
を
披
露
す
る
と
い
う
枠
組

み
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
枠
組
み
に
立
脚
す
る
か
た
ち
で
、
小
名
狂
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

に
多
く
見
ら
れ
る
下
人
の
失
敗
と
下
人
自
身
に
よ
る
そ
の
〈
と
り
な
し
〉
と
い
う

展
開
の
パ
タ
ー
ン
を
備
え
た
筋
が
構
想
さ
れ
、
そ
こ
に
、
秀
句
や
〔
拍
子
に
か
か

る
問
答
〕
と
い
う
演
戯
が
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
秀
句

（
ま
た
は
そ
の
言
い
損
な
い
）
に
よ
っ
て
大
名
を
怒
ら
せ
る
く
だ
り
は
、
右
の
よ

う
な
〈
と
り
な
し
〉
の
構
想
と
関
わ
っ
て
、
こ
の
狂
言
の
本
来
的
な
設
定
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
特
に
諸
流
台
本

に
お
い
て
は
、
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
は
、
そ
れ
ま
で
の
秀
句
の
言
い
損
な
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
大
名
の
不
機
嫌
を
一
挙
に
解
消
す
る
機
能
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
例

え
ば
「
末
広
が
り
」
に
お
け
る
離
子
物
の
効
果
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

．
「
今
参
」
に
は
、
新
参
者
が
秀
句
（
ま
た
は
そ
の
言
い
損
な
い
）
に
よ
っ
て
大

名
を
一
旦
怒
ら
せ
る
が
、
別
の
秀
句
（
天
正
本
）
や
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
（
特

に
諸
流
台
本
は
そ
れ
を
強
調
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
失
敗
を
取
り
繕
う
と
い
う
筋
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
太
郎
冠
者
を
シ
テ
と
す
る
狂
言
に
典

型
的
に
見
ら
れ
る
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

三

 
「
今
参
」
の
形
成
上
の
重
要
な
核
の
一
つ
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
秀
句
仕

立
て
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
③
＋
④
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
そ
こ
で
、
今
度
は
こ
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
と
い
う
演
戯
の
内
容
と
形
態

に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
天
正
本
の
問
答
は
、
烏
帽
子
以
下
、
額
・
目
・
頬
・
鼻
・

願
と
続
き
、
顔
の
み
で
完
結
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
諸

流
台
本
の
う
ち
近
世
初
期
の
代
表
的
な
二
種
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
○
「
い
か
に
や
い
か
に
今
ま
い
り
、
参
り
が
き
た
る
鳥
帽
子
は
、
ほ
こ
ら
に
ぞ

 
 
に
た
る
、
「
そ
り
や
さ
も
候
、
中
に
か
み
が
候
へ
は
、
「
弓
矢
八
ま
ん
お
も
し

 
 
ろ
ひ
、
額
こ
そ
は
た
か
け
れ
、
（
所
作
の
注
記
・
略
）
「
は
ち
び
た
い
で
候
も

 
 
の
、
「
ま
ゆ
が
又
か
が
う
だ
、
「
か
ぎ
ま
ゆ
で
候
も
の
、
「
目
こ
そ
は
つ
ぼ

 
 
け
れ
、
「
す
つ
ぼ
め
で
候
へ
は
、
「
鼻
が
又
大
き
な
は
、
「
か
う
り
や
う
ば
な
で

 
 
候
も
の
、
「
口
が
又
ひ
ろ
い
は
、
「
鰐
口
で
候
も
の
、
「
耳
が
謡
う
す

 
 
ひ
は
、
「
さ
る
の
み
、
で
候
も
の
、
「
む
ね
が
又
さ
し
で
た
、
「
は
と
む

 
 
ね
で
候
へ
は
、
「
こ
し
こ
そ
は
ほ
そ
け
れ
、
「
あ
り
こ
し
で
候
も
の
、

 
 
「
す
ね
が
ほ
そ
う
な
が
ひ
は
、
「
こ
う
ろ
ぎ
ず
ね
で
候
へ
は
、
「
お
と
が
ひ

 
 
が
さ
し
て
た
、
（
注
記
・
略
）
「
や
り
お
と
が
ひ
で
候
も
の
、
く
、
く
、
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狂言「今参」考

 
 
く
、
「
ほ
っ
は
ひ
ひ
ょ
う
、
ひ
つ
、
く
ち
ぶ
え
、
お
ど
り
び
や
う
し
、
お
と

 
 
が
ひ
づ
め
な
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
上
本
）

 
○
シ
テ
「
今
響
く
、
ま
い
り
が
き
た
る
ゑ
ぼ
し
は
ほ
こ
ら
に
も
に
た
り
、
ア
ト

 
 
「
そ
り
や
さ
も
そ
ろ
ら
う
、
中
に
神
の
候
へ
ば
、
シ
テ
「
弓
矢
八
ま
ん
、
で
か

 
 
い
た
、
ひ
た
い
こ
そ
は
さ
し
で
た
、
ア
ト
「
は
ち
び
た
い
で
丸
物
、
シ
テ
「
目

 
 
こ
そ
は
く
ぼ
け
れ
、
ア
ト
「
す
つ
ぼ
目
で
候
へ
ば
、
シ
テ
「
は
な
が
又
大
き
い

 
 
は
、
ア
ト
「
か
う
り
や
う
ば
な
て
候
物
、
シ
テ
「
ま
ゆ
こ
そ
は
か
が
う
た
、

 
 
ア
ト
「
か
ぎ
ま
ゆ
で
候
へ
ば
、
シ
テ
「
耳
が
又
う
す
ひ
は
、
ア
ト
「
さ
る

 
 
の
み
》
で
嵩
物
、
シ
テ
「
口
こ
そ
は
ひ
ろ
け
れ
、
ア
ト
「
わ
に
ロ
で
候
へ

 
 
ば
、
シ
テ
「
む
ね
が
又
さ
し
で
た
、
ア
ト
「
認
む
ね
で
候
物
、
シ
テ
「
こ
し

 
 
こ
そ
は
ほ
そ
け
れ
、
ア
ト
「
あ
り
こ
し
で
遺
物
、
シ
テ
「
す
ね
が
ほ
そ
う

 
 
な
が
ひ
は
、
ア
ト
「
こ
う
ろ
ぎ
ず
ね
で
候
へ
ば
、
シ
テ
「
お
と
が
い
が
さ
し

 
 
で
た
、
ア
ト
「
や
り
お
と
が
い
で
堅
物
、
二
人
「
く
、
く
 
（
天
理
本
）

網
か
け
を
施
し
た
よ
う
に
、
大
蔵
虎
明
本
は
、
天
正
本
と
比
較
し
て
、
眉
・
口
・

耳
・
胸
・
腰
・
脛
が
増
え
て
お
り
、
問
答
は
身
体
に
も
及
ん
で
い
る
。
そ
の
順
序

は
頭
の
先
か
ら
身
体
に
及
ぶ
順
当
な
も
の
。
た
だ
し
、
最
後
は
顔
に
戻
っ
て
、
天

正
本
と
同
じ
く
「
や
り
お
と
が
ひ
」
で
留
め
る
。
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
伊
藤
源
之

丞
本
は
、
虎
明
本
と
比
較
す
る
と
胸
・
腰
が
な
い
だ
け
で
、
順
序
は
同
じ
で
あ
る
。

 
和
泉
流
最
古
本
の
天
理
本
は
、
天
正
本
と
比
較
し
て
、
眉
・
耳
・
口
・
胸
・
腰
・

脛
が
増
え
て
い
る
の
は
虎
綴
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
順
序
は
異
な
っ
て
お
り
、
鼻

と
願
の
間
に
眉
以
下
が
割
り
込
ん
だ
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
天
正
本
の
よ
う
な
、
元
来
顔
の
み
で
完
結
し
て
い
た
問
答
に
、
眉
以
下
の
問

答
が
増
補
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
こ
の
他
、
鷺
流
伝
右
衛
門
派
の
享
保
保
教
本
は
、
額
・
眉
・
目
・
耳
・
胸
・
鼻
・

腰
・
脛
・
口
・
順
と
い
う
順
で
、
顔
と
身
体
の
順
序
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
同

仁
右
衛
門
派
の
寛
政
有
江
本
は
甲
介
本
と
同
じ
順
序
で
あ
る
。
狂
言
記
外
五
十
番

は
、
天
正
本
に
な
い
眉
・
腰
が
烏
帽
子
と
願
の
間
に
あ
る
だ
け
の
最
も
簡
略
な
形

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
省
略
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
天
正
本
の
よ
う
に
、
顔
面
の
み
で
完
結
す
る
問
答

が
や
は
り
古
態
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
胸
・
腰
・
脛
な
ど
を
加

え
て
、
問
答
が
五
体
に
ま
で
拡
充
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
理
本
は
そ
の
過
渡

的
な
形
態
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
天
正
本
以
下
諸
流
台
本
の
い
ず
れ
も
、

願
を
武
具
で
あ
る
槍
に
見
立
て
た
「
や
り
お
と
が
ひ
」
の
秀
句
で
終
わ
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
、
天
正
本
の
＝
人
か
千
人
に
向
か
ふ
者
」
と
い
う
大

名
の
せ
り
ふ
と
照
応
し
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

 
こ
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
を
構
成
す
る
秀
句
③
④
は
、
次
の
よ
う
な
形
式

の
単
位
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
③
を
例
に
と
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 

 
A
 
今
難
く
、
参
が
着
た
る
鳥
帽
子
こ
そ
祠
に
は
似
た
れ
ー
ー
［
a
］
は

 
 
 
［
…
］
（
な
ぜ
か
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B
 
そ
れ
や
さ
も
候
は
ん
、
中
に
か
み
を
い
わ
ふ
た
 
 
 
 
 
1
1
（
そ
れ
は
）

 
 
 
［
C
］
（
だ
か
ら
）

こ
こ
に
は
、
大
名
が
提
示
し
た
謎
H
奇
異
な
結
合
（
A
）
を
新
参
者
が
解
く
1
1
合

理
化
す
る
（
B
）
と
い
う
構
造
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
構
造
は
、
「
…
ト
掛
ケ

テ
、
…
ト
解
ク
、
心
ハ
…
」
と
い
う
「
三
段
謎
へ
の
近
接
を
思
わ
せ
る
」
と
指
摘

 
 
 
 
 

さ
れ
た
、
①
②
の
秀
句
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
二
人
の
掛
け
合
い

に
振
り
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
色
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
A
（
問
い
）
↓
B

（
答
え
）
の
連
な
り
は
、
意
味
の
転
換
に
よ
る
謎
の
解
消
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
含

ん
で
お
り
、
こ
れ
は
、
秀
句
に
よ
る
失
敗
を
秀
句
に
よ
っ
て
と
り
な
す
こ
と
で
、

不
都
合
な
状
況
の
転
換
を
は
か
ろ
う
と
す
る
本
曲
全
体
の
構
想
と
も
相
似
形
を
な

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
曲
形
成
の
核
と
な
っ
た
秀
句
（
問
答
）
自
体
が
、
す

で
に
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

 
た
だ
し
、
身
体
に
関
す
る
問
答
④
は
、
①
②
③
に
比
較
す
る
と
、
A
の
謎
の
要

素
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
ま
り
顕
著
に

は
見
て
と
れ
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
醜
貌
の
描
写
を
基
に
し
て
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お
り
、
近
世
初
期
以
降
そ
れ
に
加
え
て
「
鉢
・
鉤
（
鍵
）
・
墨
壷
・
虹
梁
・
鰐
口
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

槍
」
「
蜂
・
猿
・
鰐
・
鳩
・
蟻
・
蜷
蝉
」
と
い
う
よ
う
に
、
道
具
や
生
き
物
の
名
を

連
ね
る
物
尽
く
し
と
し
て
の
要
素
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四

 
こ
こ
で
、
大
名
と
と
も
に
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
を
担
っ
て
い
る
新
参
者
の

造
型
に
、
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
答
は
彼
が
着
け
て
い
る
高

帽
子
に
つ
い
て
の
秀
句
に
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
鳥
帽
子
に
つ
い
て
、
大

名
は
、○

さ
あ
ら
は
き
や
つ
が
き
た
ゑ
ぼ
し
の
な
り
が
不
審
な
程
に
、

 
そ
れ
へ
で
よ
と
い
へ

 
○
あ
れ
が
き
た
ゑ
ぼ
し
が
、
け
う
が
っ
た
ゑ
ぼ
し
じ
ゃ
ほ
ど
に
、

 
 
か
う
ず
、
で
よ

 
○
今
度
ハ
ア
レ
カ
鳥
帽
子
力
面
白
イ
（
ヲ
カ
シ
イ
共
云
）
、

 
 
云
へ

等
と
言
い
、
異
風
の
烏
帽
子
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

冠
者
と
同
じ
く
下
人
的
立
場
に
な
る
は
ず
の
人
物
が
烏
帽
子
を
着
け
て
出
る
こ
と

自
体
、
異
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
現
在
、
新
参
者
の
着
る
鳥
帽
子
は
、
三
番
嬰
の
専
用
と
さ
れ
る
剣
先
鳥
帽
子
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
本
狂
言
の
中
で
は
本
曲
独
自
の
特
異
な
扮
装
で
あ
る
。
新
参
者

が
特
殊
な
烏
帽
子
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
元
禄
六
年
以
前
書
写
の

和
泉
家
古
本
「
今
参
」
の
装
束
付
に
、

 
 
ヒ
ツ
タ
テ
鳥
帽
子
 
狂
言
袴
ク
・
ル
 
ヒ
ツ
タ
テ
キ
ル
事
 
是
一
番
ニ
カ
キ

 
 
リ
タ
ル
事
也

と
あ
る
（
実
は
、
同
本
で
は
他
に
「
三
人
長
者
」
及
び
「
三
人
夫
」
以
下
の
百
姓

狂
言
に
も
用
い
る
と
す
る
が
、
本
来
的
な
使
用
法
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
）
。

 
こ
の
ヒ
ッ
タ
テ
（
引
立
）
鳥
帽
子
は
、
享
保
保
教
本
「
今
参
」
の
装
束
付
に
「
剣

 
 
是
を
た
つ
ね
う
、

 
 
 
（
虎
岩
本
）

 
 
 
し
さ
ひ
を
き

 
 
 
（
天
理
本
）

是
ヲ
尋
ウ
、
出
ヨ
ト

 
（
享
保
保
教
本
）

 
 
そ
も
そ
も
太
郎

三
烏
帽
子
 
引
立
鳥
帽
子
論
理
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
は
剣
先
烏
帽
子
の
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
室
町
後
期
の
武
家
故
実
書
で
あ
る
『
兵
具
雑
記
』
（
『
続
群

書
類
従
』
2
5
錦
上
所
収
）
に
、
武
家
故
実
に
い
う
引
立
烏
帽
子
に
つ
い
て
「
き
や

う
け
ん
鳥
帽
子
の
こ
と
く
に
引
立
て
持
へ
し
」
と
記
す
こ
と
か
ら
も
、
室
町
後
期

に
は
、
故
実
に
い
う
引
立
烏
帽
子
（
右
同
書
に
は
梨
打
鳥
帽
子
の
か
ど
を
上
に
引

き
立
て
た
も
の
と
す
る
）
に
よ
く
似
た
狂
言
専
用
の
烏
帽
子
が
あ
っ
た
こ
と
を
推

測
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
剣
先
鳥
帽
子
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
今
古
」

で
は
、
大
名
は
新
参
者
の
鳥
帽
子
を
指
し
て
、

 
○
き
や
つ
が
き
た
ゑ
ほ
し
を
み
れ
は
、
ち
ん
じ
ゅ
ほ
こ
ら
の
、
い
が
き
に
に
て

 
 
有
学
に
、
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
聖
業
）

 
○
あ
め
ゑ
ぼ
し
の
さ
き
が
ち
ん
じ
ゅ
ほ
こ
ら
に
も
に
た
ほ
ど
に
、
と
う
た
ら
ば

 
 
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
○
…
ア
イ
ツ
カ
キ
テ
居
ル
鳥
帽
子
力
、
ド
コ
ヤ
ラ
鎮
守
ノ
湿
声
似
タ
ニ
依
ツ
テ
、

 
 
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

等
と
形
容
す
る
が
、
先
が
三
角
に
尖
っ
た
鳥
帽
子
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
見
立
て
は

や
は
り
成
り
立
ち
難
い
で
あ
ろ
う
。
「
今
参
」
の
新
参
者
は
、
当
初
か
ら
剣
先
雪
帽

子
を
着
け
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
秀
句
③
及
び

そ
れ
を
説
明
す
る
右
の
せ
り
ふ
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
剣
先
鳥
帽
子
の
形
を
念
頭
に

置
い
て
発
想
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
近
刊
行
さ
れ
た
山
脇
和
泉
常
業
書

写
『
一
子
相
伝
之
秘
書
』
（
八
木
書
店
、
平
1
0
）
「
翁
式
三
番
ノ
秘
書
」
に
も
、

狂
言
二
、
引
立
ヲ
、
著
ル
ハ
、

子
ノ
事
ハ
、
ナ
キ
様
ナ
レ
ト
モ
、

今
感
受
也
、
全
躰
、
今
参
ノ
狂
言
二
、
烏
帽

ヒ
ツ
タ
テ
鳥
帽
子
ヲ
、
モ
ト
・
シ
テ
、
作

 
 
リ
タ
ル
、
狂
言
ニ
テ
、
有
ベ
キ
カ
ト
也

と
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
後
期
の
狂
言
役
者
に
も
ぞ
う
し
た
意
識
が
あ
っ
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。

 
こ
の
剣
先
鳥
帽
子
は
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
『
観
能
動
屏
風
』
、
徳
川
美
術
館
蔵

『
豊
国
祭
礼
図
屏
風
』
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
遅
く
と
も
織
豊
期
に
は
、
す
で
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狂言「今参」考

に
三
番
嬰
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
一
方
で
、
そ
れ
以
外
の

用
途
も
い
く
つ
か
の
絵
画
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
三
江
本
系
『
鼠
の
草
子
』
（
絵
巻
）

に
お
い
て
、
鼠
の
権
守
の
婚
礼
に
訪
れ
る
狂
言
役
者
が
、
素
抱
・
括
り
袴
の
出
立

に
剣
先
烏
帽
子
を
着
け
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
、
絵
入
謡

本
「
百
万
」
（
個
人
蔵
）
の
冒
頭
に
描
か
れ
る
男
や
、
行
興
岩
蔵
『
熊
野
絵
巻
』
に

唾
子
方
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
男
、
三
井
文
庫
蔵
『
伊
勢
参
詣
製
茶
羅
』
中
の

演
能
場
面
に
見
え
る
後
見
と
覚
し
い
男
、
彼
ら
も
み
な
剣
先
烏
帽
子
と
見
ら
れ
る

鳥
帽
子
を
着
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
初
期
頃
ま
で
は
、
狂
言
役
者
が
作
り
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

の
運
搬
等
後
見
の
役
を
兼
帯
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
男
た
ち

は
、
後
見
と
し
て
の
狂
言
役
者
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ

 
（
1
5
）

ろ
う
。

 
こ
う
し
た
出
立
は
、
狂
言
役
者
の
典
型
的
な
姿
と
し
て
、
三
番
嬰
の
イ
メ
ー
ジ

を
基
に
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
舞
台
衣
装
で
は
な
い
常
の
服
装

の
場
合
に
も
、
狂
言
役
者
が
剣
先
鳥
帽
子
を
実
際
に
着
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
を
決
定
す
る
に
は
、
な
お
資
料
が
不
足
し
て
い
る
が
、
後

者
の
場
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
三
番
聖
の
扮
装
が
影
響
し
た
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
剣
先
鳥
帽
子
は
、
い
わ
ば
狂
言
役
者
の
し
る
し
と
い
う
べ

き
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
本
曲
に
登
場
す
る
新
参
者
は
、
芸
能
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
を

想
起
し
て
お
き
た
い
。
橋
本
朝
生
氏
は
、
こ
の
新
参
者
に
「
祝
言
の
詞
を
持
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

在
地
を
廻
っ
て
い
た
漂
泊
の
芸
能
者
の
影
」
を
見
て
お
ら
れ
る
。
「
漂
泊
」
と
い
う

属
性
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
「
芸
能
者
」
の
面
影
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
賛

意
を
表
し
た
い
。
諸
流
台
本
に
お
い
て
、
太
郎
冠
者
が
新
参
者
に
〈
芸
能
〉
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
）

る
か
と
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
「
弓
・
鞠
・
包
丁
・
碁
・
双
六
」
な
ど
と
答
え
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
名
に
抱
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
〈
芸
能
〉

（
秀
句
も
そ
の
一
つ
）
を
身
に
つ
け
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
太
郎
冠
者
も
ま
た
、

本
来
は
そ
の
よ
う
な
者
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
狂
言
に
登
場
す
る
従
者
・
下
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
∀

は
、
お
し
な
べ
て
芸
能
者
の
面
影
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

 
「
今
参
」
の
新
参
者
は
、
狂
言
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
太
郎
冠
者
の
い
わ
ば
前

 
 
（
1
9
）

身
で
あ
り
、
そ
の
原
像
を
示
唆
す
る
登
場
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
狂
言
役

者
そ
の
も
の
の
隠
喩
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
役
に
、
翁
猿
楽
に
お
い

て
早
く
か
ら
狂
言
役
者
の
担
当
で
あ
っ
た
三
番
嬰
の
扮
装
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ

る
の
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

 
は
か
ら
ず
も
、
こ
こ
に
「
今
参
」
と
三
番
嬰
と
の
関
連
と
い
う
問
題
が
出
て
き

た
。
以
下
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
先
に
本
曲
の
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
問
答
芸
の
影
響

が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
よ
う
な
問
答
芸
が
能
・
狂
言
分
立
以
前
の

古
猿
楽
の
段
階
か
ら
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
延
年
の
当
弁
や
『
沙
石
集
』
に

見
え
る
ツ
レ
猿
楽
な
ど
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
遡
ら

な
く
て
も
、
狂
言
役
者
が
担
当
す
る
演
戯
の
範
囲
で
考
え
て
み
た
時
に
、
た
だ
ち

に
想
起
さ
れ
る
の
が
三
番
嬰
の
問
答
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
揉
ノ
段
と
鈴
ノ
段
の
問

に
、
三
番
嬰
と
受
箱
（
千
歳
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

の
も
つ
古
風
な
お
か
し
み
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
三
章
氏
が
注
目
し
て
お
ら
れ
る

が
、
本
狂
言
の
研
究
に
お
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
参
看
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ

う
で
あ
る
。

 
三
番
嬰
の
問
答
は
、
現
行
で
は
一
種
の
み
が
常
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
古
く

は
様
々
な
問
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
問
答
の
古
態
の
一
つ
に
「
田
歌
」
が
あ
る
。
原

本
は
慶
長
頃
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
檜
常
太
郎
塩
蔵
『
秘
事
集
』
「
三

番
サ
ル
ガ
ク
ノ
云
事
」
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
「
ア
ド
・
申
所
二
・
ハ
ヤ
ぐ
ト
御
立
・
祝
着
に
存
候
・
サ
テ
モ
ソ
レ
ガ
シ

 
 
バ
・
ヲ
サ
ナ
キ
・
時
価
リ
ロ
ロ
ホ
ナ
ル
者
ニ
テ
・
拍
子
ニ
カ
・
リ
テ
・
人
ヲ

 
 
ヨ
ビ
申
事
ガ
ス
キ
・
に
て
候
・
間
・
ア
ド
ノ
大
夫
殿
ヲ
・
拍
子
ニ
カ
・
リ
テ
・
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ヨ
ビ
申
サ
ウ
ズ
ル
ガ
コ
タ
へ
・
ア
ラ
ウ
ズ
ル
カ
 
「
入
御
ヨ
ビ
候
へ
・
コ
タ

 
 
ヘ
テ
見
申
候
ベ
シ
 
「
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ド
ノ
ヤ
・
ヤ

 
 
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
 
ナ
ン
ド
キ
ニ
コ
タ
へ
申
サ
ウ
 
「
人
ガ
ヤ
ト
イ
ヘ
バ

 
 
（
ヤ
ト
云
・
コ
ト
バ
ノ
下
カ
ラ
社
・
コ
タ
ユ
物
ナ
レ
・
ヲ
イ
）
テ
・
ア
サ
ツ

 
 
テ
渡
・
ヲ
コ
タ
へ
候
へ
 
「
サ
ア
ラ
バ
今
一
度
・
御
客
ビ
候
へ
・
コ
タ
へ
申

 
 
サ
ウ
 
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・

 
 
ヤ
ド
ノ
ヤ
 
・
ナ
ゾ
ト
ヨ
く
・
ナ
ゾ
ト
・
ナ
ゾ
候
ヘ
ゼ
ウ
殿
 
ヤ
ド
ノ
・

 
 
ヤ
ド
ノ
・
ヤ
ド
ノ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ト
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ
ヤ
・
ト
ノ
ヤ
・
ヤ
ド
ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
1
）

 
 
ヤ
 
・
ナ
ゾ
ト
ヨ
 
・
ナ
ン
ボ
ウ
・
ヨ
イ
・
天
気
ニ
テ
ナ
イ
カ

こ
れ
は
ま
さ
し
く
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
演
戯
が
古
く

か
ら
狂
言
役
者
の
担
う
芸
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
三
番
嬰
の

問
答
の
中
に
は
、
鳥
帽
子
に
関
す
る
「
鳥
帽
子
の
祝
儀
」
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ

れ
る
。

 
 
千
歳
只
今
翁
ノ
太
夫
ノ
召
レ
タ
ル
鳥
帽
子
ニ
モ
違
、
又
呼
答
ノ
太
夫
何
茂
唯

 
 
ノ
衆
ノ
キ
ラ
レ
タ
ル
烏
帽
子
ニ
モ
替
り
、
尉
殿
ノ
鳥
帽
子
ハ
、
将
棊
ノ
駒
形

ニ
テ
候
ガ
、
夫
ハ
何
ト
申
烏
帽
子
ニ
テ
候
ゾ
 
三
番
嬰
是
払
物
ト
申
烏
帽
子

ニ
テ
候
 
千
歳
何
ト
申
候
ゾ
 
 
（
中
略
）
三
番
嬰
ケ
様
二
天
下
面
リ
、
目
出
度

 
 
折
カ
ラ
ナ
レ
ハ
、
此
所
へ
七
弥
万
宝
力
、
フ
ラ
り
く
ト
降
烏
帽
子
候

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

三
番
嬰
の
着
る
風
変
わ
り
な
烏
帽
子
の
名
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
「
宝
が
降
り

（
古
り
）
烏
帽
子
」
と
い
う
秀
句
で
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
世
初
期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
2
）

以
降
に
加
え
ら
れ
た
問
答
ら
し
い
が
、
剣
先
烏
帽
子
の
異
形
性
へ
の
着
目
と
い
う

点
に
お
い
て
、
「
今
参
」
の
秀
句
③
と
の
共
通
性
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

 
ち
な
み
に
、
三
番
嬰
の
問
答
と
関
連
す
る
本
狂
言
中
の
演
戯
（
劇
中
芸
）
と
し

て
は
、
他
に
「
鞍
馬
参
」
の
福
渡
し
の
場
面
が
あ
る
。
太
郎
冠
者
が
主
人
を
相
手

に
呪
文
を
繰
り
返
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、

 
○
「
し
て
い
つ
ご
ろ
云
て
よ
ひ
そ
 
「
お
い
て
あ
さ
っ
て
あ
た
り
仰
ら
れ
ひ

 
 
「
そ
れ
は
お
そ
ひ
と
云
事
で
あ
ら
ふ
、
い
そ
ひ
で
う
け
と
ら
ふ
わ
た
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
巻
本
）

 
○
シ
テ
又
「
く
ら
ま
の
大
ひ
」
を
云
時
、
「
た
は
っ
た
を
、
も
、
い
わ
う
か
」
と

 
 
云
、
シ
テ
「
あ
さ
っ
て
わ
た
り
よ
か
ら
う
」
と
云
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

と
い
う
よ
う
な
や
り
と
り
（
特
に
傍
線
部
）
に
は
、
先
の
「
田
歌
」
に
見
え
る
、

 
○
ナ
ン
ド
キ
ニ
コ
タ
へ
申
サ
ウ
 
「
人
ガ
ヤ
ト
イ
ヘ
バ
（
ヤ
ト
云
・
コ
ト
バ
ノ

 
下
カ
ラ
社
・
コ
タ
ユ
物
ナ
レ
・
ヲ
イ
）
テ
・
ア
サ
ツ
テ
渡
・
ヲ
コ
タ
へ
候
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
秘
事
集
』
「
三
番
サ
ル
ガ
ク
ノ
伝
奏
」
）

○
セ
ン
ザ
イ
「
何
時
に
ご
た
へ
申
さ
う
そ
 
サ
ン
バ
「
人
が
や
っ
と
い
は
ゴ
や
つ

 
 
と
こ
そ
こ
た
ふ
る
物
な
れ
。
と
っ
て
お
み
て
あ
さ
っ
て
わ
た
り
御
こ
た
へ
す

 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
3
）

 
 
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
鴻
山
文
庫
蔵
『
式
三
番
』
）

の
よ
う
な
せ
り
ふ
と
同
じ
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
番
嬰
の
問
答

と
本
狂
言
と
の
間
に
交
渉
が
あ
り
得
た
傍
証
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
三
番
里
の
問
答
と
本
狂
言
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
考
え
ら

れ
た
こ
と
が
な
く
、
こ
う
し
た
問
答
芸
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
（
「
昆
布
柿
」
「
財

宝
」
等
の
拍
子
に
か
か
っ
て
名
を
問
う
趣
向
な
ど
を
含
め
て
）
な
お
検
討
を
要
す

る
が
、
こ
こ
に
も
「
直
参
」
と
三
番
嬰
と
の
接
点
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

六

 
と
こ
ろ
で
、
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
は
秀
句
の
連
な
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
面

貌
へ
の
悪
口
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
醜
貌
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
身
体
に
関
わ
る
悪
態
的
表
現
は
、
古
く
『
新
猿
楽
記
』
「
十
三
の
君
」

に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
す
で
に
黒
田
彰
氏
に
よ
っ
て
「
今
参
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
4
）

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
馬
面
堂
文
庫
蔵
『
孝
行
集
』
（
慶
長
四
年
写
本
）

に
、
香
樹
タ
ラ
女
の
容
貌
に
つ
い
て
、

 
 
頭
ハ
ヘ
モ
キ
カ
シ
ラ
、
耳
バ
カ
マ
ミ
・
、
鼻
ハ
コ
ウ
レ
ウ
ハ
ナ
、
目
論
ヒ
キ
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狂言「今参」考

 
 
タ
レ
メ
、
ロ
チ
ハ
ワ
ニ
ク
チ
、
草
戸
ヤ
リ
ヲ
ト
カ
ヒ
也
、
腹
バ
カ
メ
ハ
ラ
、

 
 
腰
ハ
ヲ
セ
コ
シ
、
尻
ハ
コ
ツ
シ
ヤ
ウ
ジ
リ
、
足
ハ
ワ
ニ
ア
シ
、
サ
テ
色
取
黒

 
 
キ
事
全
体
塩
釜
ノ
如
シ
、
声
ノ
悪
キ
事
端
牛
ノ
ホ
ユ
ル
カ
如
ク
、
一
二
是
レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

 
 
ソ
ト
見
付
ク
処
更
ニ
ナ
シ
…

と
あ
る
（
傍
線
部
は
「
今
参
」
と
共
通
）
。
こ
の
他
、
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
、
説

経
「
鎌
田
兵
衛
正
清
（
伏
見
常
盤
）
」
（
享
保
三
年
刊
）
五
に
も
「
今
参
」
の
問
答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

と
類
似
の
表
現
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
醜
貌
に
関
す
る

描
写
に
は
、
早
く
か
ら
常
套
的
表
現
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
〔
拍
子
に
か
か
る
問

答
〕
の
う
ち
、
特
に
④
は
そ
の
よ
う
な
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
一
方
、
民
俗
芸
能
化
し
た
「
翁
（
三
番
隻
）
」
の
詞
章
の
中
に
も
類
似
の
悪
態
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）
 
 
 
 
 
 
（
2
8
）

表
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
橋
本
朝
生
氏
や
金
井
清
光
氏
に
よ
っ
て
、
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
○
カ
シ
ラ
ヲ
見
レ
バ
大
ガ
シ
ラ
、
シ
タ
イ
ヲ
ミ
レ
バ
、
ハ
チ
ビ
タ
イ
、
マ
ナ
コ

 
 
ヲ
見
レ
バ
火
ツ
ボ
ウ
マ
ナ
コ
、
ハ
ナ
ヲ
見
レ
バ
リ
ヤ
ウ
王
ハ
ナ
、
ホ
ウ
ヲ
見

 
 
レ
バ
ダ
リ
ン
ボ
ウ
、
ロ
ヲ
見
レ
バ
ワ
ニ
グ
チ
、
カ
イ
ナ
ヲ
見
レ
バ
ギ
ン
チ
ヨ

 
 
ガ
イ
ナ
、
ム
ネ
ヲ
見
レ
バ
ハ
ト
ム
ネ
、
腹
ヲ
見
レ
バ
大
腹
、
コ
シ
ヲ
見
レ
バ

 
 
ア
リ
ゴ
シ
、
シ
リ
ヲ
見
レ
バ
デ
ン
ボ
ク
ジ
リ
、
モ
・
ヲ
見
レ
バ
ダ
リ
モ
・
、

 
 
ア
シ
ヲ
見
レ
バ
ク
ワ
ビ
ラ
ア
シ
、
ス
ネ
ヲ
見
バ
ト
ウ
ノ
ス
ネ
ト
モ
ホ
メ
サ
セ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
9
）

 
 
タ
モ
ウ
、
 
 
 
 
 
 
（
大
入
花
祭
詞
章
「
老
翁
」
寛
文
十
一
年
折
本
）

 
○
あ
た
ま
ヲ
見
れ
ば
大
頭
ひ
た
ひ
を
見
れ
バ
は
ち
び
た
ひ
、
目
を
見
れ
バ
き
つ

 
 
ぼ
う
ま
な
ご
、
は
な
を
見
れ
ハ
龍
王
ば
な
、
く
ち
を
見
れ
ハ
わ
に
口
、
ほ
う

 
 
を
見
れ
バ
だ
り
つ
ぼ
う
、
耳
を
見
れ
バ
ほ
し
な
の
耳
、
首
を
見
れ
バ
鳩
首
、

 
 
か
ひ
な
を
見
れ
バ
き
ツ
ち
や
う
か
ひ
な
、
む
ね
を
見
れ
バ
と
う
の
む
ね
、
腹

 
 
を
見
れ
バ
大
腹
、
せ
な
を
見
れ
バ
の
み
せ
な
か
、
こ
し
を
見
れ
ば
蟻
こ
し
、

 
 
尻
を
見
れ
バ
て
ん
ぼ
く
尻
、
も
〉
を
見
れ
バ
だ
り
も
〉
、
す
ね
を
見
れ
バ
と

 
 
う
の
す
ね
、
鍬
べ
ら
足
と
も
ほ
め
ら
れ
て
、
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
0
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
沢
花
祭
詞
章
「
翁
物
語
之
本
」
文
化
五
年
奥
書
本
）

い
ず
れ
も
三
番
斐
（
皇
祖
）
が
自
ら
の
生
い
立
ち
を
語
る
詞
章
中
に
、
こ
の
よ
う

な
容
姿
に
関
す
る
悪
態
的
表
現
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
（
現
行
の
三
番
嬰
問
答
に

見
え
る
「
色
の
黒
い
尉
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
悪
態
の
名
残

か
）
。
民
俗
芸
能
化
し
た
「
翁
」
の
中
に
は
、
翁
猿
楽
の
古
態
の
詞
章
が
く
ず
れ
を

含
み
つ
つ
残
存
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
三
番
婁
の
詞
章

と
「
今
参
」
に
お
け
る
醜
貌
の
表
現
が
、
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
か
な
り
一
致

す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
細
部
に
わ
た
る
が
、
右
の
詞
章
に
は
、
天

正
本
に
の
み
あ
っ
て
、
諸
流
台
本
に
は
な
い
「
垂
り
頬
」
が
見
え
る
こ
と
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。
新
参
者
の
髪
貌
の
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
三
番
里
の
容
姿
の
イ

メ
ー
ジ
が
基
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

新
参
者
は
三
番
斐
と
同
じ
剣
先
鳥
帽
子
を
着
け
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ

の
よ
う
な
関
連
も
単
な
る
偶
然
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
悪
態
に
つ
い
て
、
金
井
清
光
氏
は
悪
態
祭
り
な
ど
の
例
を
挙
げ
、
祝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
1
）

言
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
る
。
橋
本
朝
生
氏
も
、
一
連
の
秀
句
を
漂
泊
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
2
）

芸
能
者
が
持
っ
て
い
た
「
祝
言
の
詞
」
と
し
て
解
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
悪
態
の

基
底
に
は
祝
言
の
心
意
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
曲
で
は
、
新
参
者
が
自
分

自
身
の
醜
い
容
貌
を
言
い
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
大
名
（
ひ

い
て
は
観
客
）
へ
の
祝
福
に
通
じ
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
祝
言
の
意
味
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
拍
子
に
か
か
る
」
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大

名
と
新
参
者
が
イ
ロ
詞
で
掛
け
合
う
、
そ
の
快
い
リ
ズ
ム
感
が
祝
言
的
な
気
分
1

め
で
た
さ
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
答
に
関
し
て
は
、
相
手
の
問
い
に
一
々

秀
句
で
返
す
と
い
う
機
知
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
行

わ
れ
る
と
い
う
効
果
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
は
、
大
名
と
新
参
者
の
和
合
を
導
く
と
い
う
、

「
末
広
が
り
」
の
嘩
子
物
に
近
似
し
た
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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七

 
最
後
に
、
本
曲
の
留
め
の
演
出
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
天
正
本
で
は

「
拍
子
留
め
」
（
シ
ャ
ギ
リ
留
め
に
相
当
す
る
「
笛
留
め
」
で
は
な
い
）
と
記
す
の

み
で
あ
る
が
、
諸
流
台
本
で
は
「
ほ
っ
は
ひ
ひ
ょ
う
、
ひ
つ
」
（
虎
明
本
）
、
「
ほ
は

い
ひ
う
ろ
ひ
」
（
和
泉
家
古
本
）
、
「
ホ
ツ
ハ
イ
ヒ
ウ
ロ
 
ヒ
イ
」
（
享
保
保
教
本
）

等
と
笛
の
唱
歌
を
真
似
て
留
め
る
。
こ
れ
は
、
通
常
シ
ャ
ギ
リ
の
末
尾
の
譜
を
真

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
3
）

似
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
源
之
丞
本
に
「
ホ
ツ
ホ
ヒ
ヒ
ウ
イ
や
定
事
。

シ
テ
「
ヒ
引
。
右
早
喰
シ
ヤ
ギ
リ
止
也
」
と
あ
る
他
、
享
保
保
教
本
「
麻
生
」
後
記

に
「
シ
ヤ
キ
リ
笛
」
と
し
て
、

 
 
地
ヒ
ヤ
ア
リ
 
ヒ
ヤ
リ
ヤ
ア
リ
 
ト
リ
ヤ
ロ
 
リ
ヤ
ア
リ

 
 
留
ヒ
ヤ
ア
リ
 
ヒ
ヤ
リ
ヤ
リ
 
ホ
ツ
ハ
イ
 
ヒ
ゥ
ロ
 
ピ
ッ

と
記
す
唱
歌
に
も
確
か
に
一
致
し
て
い
る
。

 
た
だ
し
、
こ
の
笛
の
唱
歌
を
真
似
て
留
め
る
演
出
が
、
天
正
本
の
段
階
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
池
田
廣
司
氏
は
、
天
正
本
の
「
拍
子
留

め
」
に
つ
い
て
、
諸
流
台
本
の
「
今
参
」
の
演
出
を
適
用
さ
れ
、
「
西
明
本
「
今
参
」

に
あ
る
ご
と
く
口
笛
で
真
似
て
お
ど
り
拍
子
と
い
う
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
浮
き
浮
き

す
る
拍
子
で
留
め
る
の
を
、
「
拍
子
留
め
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら

 
 
あ
 

れ
る
が
、
近
世
初
期
台
本
の
中
で
も
、
天
理
本
は
、
本
文
に
「
お
と
が
い
づ
め
也
」

と
あ
り
、
抜
書
で
も
「
や
り
お
と
が
い
で
金
物
」
を
繰
り
返
す
の
み
で
、
笛
の
唱

歌
を
記
さ
な
い
。
和
泉
流
で
は
、
天
理
本
に
次
ぐ
和
泉
家
古
本
の
本
文
に
始
め
て

「
ほ
は
い
ひ
う
ろ
ひ
ト
云
テ
、
下
ニ
イ
テ
留
ル
」
と
見
え
る
が
、
同
本
抜
書
に
は
、

天
理
本
と
同
じ
く
笛
の
唱
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
演
出
を
明
記
し
た
の
は
、

大
蔵
虎
明
本
が
最
初
な
の
で
あ
る
。
笛
の
唱
歌
を
真
似
る
本
曲
独
自
の
留
め
は
、

大
蔵
流
に
お
い
て
工
夫
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
さ
ら
に
、
こ
の
留
め
に
つ
い
て
気
に
な
る
の
は
、
ま
た
し
て
も
三
番
嬰
と
の
関

わ
り
で
あ
る
。
「
今
参
」
の
留
め
に
似
た
唱
歌
が
三
番
嬰
の
笛
に
も
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
大
蔵
虎
明
の
編
と
考
え
ら
れ
る
『
神
道
秘
密
翁
大
事
』
（
宮
城
県
図
書
館

伊
達
文
庫
蔵
）
に
、

 
 
一
、
く
つ
か
ふ
り
と
云
ハ
三
番
三
の
と
め
の
時
、
笛
「
ひ
や
う
り
、
ひ
う
ろ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
5
）

 
 
ほ
っ
は
い
ひ
う
ろ
、
ひ
ツ
」
と
と
ま
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
揉
ノ
段
の
ト
メ
の
譜
で
あ
る
。
三
番
里
揉
ノ
段
の
ト
メ
の
唱
歌

に
つ
い
て
は
、
享
保
保
教
本
「
三
番
隻
 
風
流
」
に
「
ヒ
ヤ
ロ
く
、
ホ
ツ
ホ
イ

ヒ
ヤ
ロ
、
ヒ
ィ
」
と
あ
り
、
宝
暦
二
女
川
本
「
習
・
風
流
」
で
も
、
四
箇
所
に
わ

た
っ
て
、
「
ヒ
ヤ
ロ
・
ヒ
ヤ
ロ
・
ホ
ホ
イ
・
ヒ
ヤ
ロ
 
ヒ
」
「
・
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
 
・

ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
 
・
ホ
ホ
イ
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
〔
片
ヒ
シ
キ
〕
ヒ
」
「
ヒ
ヤ
ロ
 
ヒ
ヤ
ロ
 
ホ

ツ
ハ
イ
ヒ
ヤ
ロ
 
ヒ
」
「
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
 
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
 
ホ
ホ
イ
 
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ

ヒ
」
な
ど
の
形
で
記
す
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
、
シ
ャ
ギ
リ
の
ト
メ
と
揉
ノ
段
の
ト
メ
の
譜
が
似
て
い

る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
現
行
森
田
流
の
揉
ノ
段
と
シ
ャ
ギ
リ
の

唱
歌
を
森
田
光
春
正
編
『
森
田
流
奥
義
録
』
（
能
楽
書
林
、
昭
5
5
）
に
よ
っ
て
見
る

と
、 

 
ト
メ
 
ホ
 
○
ホ
ヒ
ヤ
 
ァ
 
ヒ
ウ
 
ゥ
イ
ヤ
ロ
 
○
日
一
 
（
揉
ノ
段
）

 
 
ト
メ
 
○
ホ
 
○
 
ホ
ヒ
ヤ
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ
 
○
日
 
 
 
 
（
シ
ャ
ギ
リ
）

の
よ
う
に
、
現
在
で
も
唱
歌
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
い
く
ら
か
近
似
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
え
ば
、
ト
メ
の
箇
所
で
「
イ
イ
ヤ
ァ
ー
ッ
」
と
掛
け
声
を
掛
け
、
片

膝
を
つ
く
所
作
の
点
で
も
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
が
い
か
な
る
意

味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
こ
れ
以
上
に
考
察
の
材
料
を
持
た
な
い
。
と
り

あ
え
ず
指
摘
の
み
に
と
ど
め
て
、
大
方
の
御
教
示
に
侯
つ
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

 
「
今
参
」
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
秀
句
及
び
問
答
芸
を
〈
と
り
な
し
〉

の
パ
タ
ー
ン
に
絡
め
と
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
狂
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
は
か
ら
ず
も
新
参
者
の
扮
装
（
特
に
烏
帽
子
）
、
〔
拍
子
に
か
か
る
問
答
〕
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狂言「今参」考

の
形
態
・
詞
章
等
に
お
い
て
、
各
々
三
番
斐
と
の
関
連
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
単

な
る
偶
然
と
は
考
え
が
た
い
が
、
形
成
時
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
関
係
と
み
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
阿
弥
時
代

か
ら
す
で
に
狂
言
役
者
の
担
当
で
あ
っ
た
三
番
斐
の
芸
態
や
問
答
は
、
き
わ
め
て

古
風
な
ヲ
カ
シ
の
精
神
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
狂
言
劇
成
立
以
前
か

ら
猿
楽
（
狂
言
）
が
保
持
し
て
い
た
演
戯
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
演
戯
を
生
か
し
て
、
今
日
に
つ
な
が
る
よ
う
な
劇
形
態
の
狂
言

が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
道
筋
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
狂
言
「
今
参
」
の
中
に
三
番

嬰
と
の
関
連
が
見
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
今
参
」
は
、
こ
の
よ
う
に
初
期
狂
言
の
形
成
を
考
え
る
際
に

も
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
曲
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注
（
1
）
 
現
在
、
大
蔵
流
で
は
「
今
参
り
」
「
今
参
」
両
様
に
、
和
泉
流
で
は
「
今
参
」

 
 
と
表
記
す
る
が
、
本
稿
で
は
「
今
参
」
の
表
記
に
統
一
す
る
。

（
2
）
 
古
川
久
氏
・
小
林
責
氏
・
荻
原
達
子
氏
編
『
狂
言
辞
典
 
事
項
編
』
（
東
京

 
 
堂
出
版
、
昭
5
1
）
「
今
参
」
の
項
。

（
3
）
 
た
だ
し
、
寛
正
五
年
四
月
十
日
の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
に
見
え
る
「
カ
ラ
カ

 
 
サ
ノ
シ
ヤ
ウ
ク
」
は
、
「
秀
句
傘
」
の
こ
と
ら
し
く
、
永
禄
十
一
年
二
月
二
十

 
 
九
日
の
厳
島
観
世
太
夫
法
楽
能
に
は
「
ふ
す
ま
う
（
文
相
撲
）
」
が
上
演
さ
れ

 
 
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
ま
た
ま
残
存
し
て
い
る
上
演
記
録
の
先
後
が
、
成

 
 
立
の
先
後
を
決
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
4
）
 
橋
本
朝
生
氏
「
天
正
狂
言
本
の
主
従
狂
言
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
5
0
・

 
 
1
0
初
出
。
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み
づ
き
書
房
、
平
8
所
収
）
。
金
井
清
光

 
 
氏
『
天
正
狂
言
本
註
釈
』
（
風
間
書
房
、
平
1
）
。

（
5
）
 
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
宜
上
、
適
宜
漢
字
を

 
 
当
て
、
仮
名
を
統
一
す
る
な
ど
し
て
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
6
）
 
藤
木
久
志
氏
『
雑
兵
た
ち
の
戦
場
 
中
世
の
傭
兵
と
奴
隷
狩
り
』
（
朝
日
新
聞

 
 
社
、
平
7
）
。

（
7
）
 
こ
こ
は
、
諸
流
台
本
に
見
ら
れ
る
「
目
使
い
」
（
大
名
の
視
線
の
動
き
に
応

 
 
じ
て
新
参
者
が
素
早
く
立
ち
働
く
所
作
。
新
参
者
を
雇
う
類
に
は
多
く
あ
る
）

 
 
に
相
当
す
る
場
面
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
目
で
使
う
代
わ
り
に
、
言
葉
で
「
こ

 
 
れ
へ
か
し
こ
ま
れ
」
と
命
じ
た
か
。

（
8
）
 
鷺
流
山
口
伝
承
本
（
春
日
本
）
な
ど
は
、
新
参
者
が
も
と
も
と
秀
句
の
上

 
 
手
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
太
郎
冠
者
が
秀
句
を
教
え
る
く
だ

 
 
り
は
な
い
が
、
こ
れ
は
教
え
ら
れ
て
い
な
い
秀
句
を
う
ま
く
言
う
こ
と
に
つ

 
 
い
て
の
後
世
の
合
理
化
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
 
橋
本
朝
生
氏
「
天
正
狂
言
本
の
主
従
狂
言
」
（
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み

 
 
づ
き
書
房
、
平
8
所
収
）
。

（
1
0
）
 
拙
稿
「
小
名
狂
言
に
お
け
る
〈
と
り
な
し
〉
の
方
法
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』

 
 
2
8
、
昭
6
1
・
1
2
）
。

（
1
1
）
 
蜂
谷
清
人
氏
「
こ
と
ば
遊
び
の
歴
史
的
考
察
-
中
世
一
1
狂
言
の
秀
句
を

 
 
中
心
に
一
」
（
『
日
本
語
学
』
平
4
・
1
1
）
。

（
1
2
）
 
北
川
忠
彦
他
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）
』
（
三
弥
井
書
店
、
平
6
）

 
 
「
今
参
」
頭
注
（
稲
田
担
当
）
参
照
。

（
1
3
）
 
野
村
万
蔵
（
六
世
）
氏
『
狂
言
面
 
附
装
束
と
小
道
具
』
（
わ
ん
や
書
店
、
昭

 
 
3
1
）
に
よ
れ
ば
、
剣
先
鳥
帽
子
は
「
切
立
・
引
立
・
倉
型
」
な
ど
三
つ
の
別

 
 
名
を
持
つ
と
い
う
。

（
1
4
）
 
小
田
幸
子
氏
「
能
の
舞
台
装
置
-
作
り
物
の
歴
史
的
考
察
1
（
下
）
」
（
『
能

 
 
楽
研
究
』
1
3
、
昭
6
3
・
3
）
。

（
1
5
）
 
こ
の
他
、
初
期
歌
舞
伎
の
舞
台
を
描
く
絵
の
い
く
つ
か
一
『
女
歌
舞
伎
図
』

 
 
（
文
化
庁
蔵
）
、
『
歌
舞
伎
図
工
』
（
徳
川
黎
明
会
蔵
）
等
に
も
、
太
鼓
座
の
近

 
 
く
に
座
る
剣
先
烏
帽
子
を
着
た
男
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
も
狂
言
役

 
 
者
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
1
6
）
 
注
（
9
）
に
同
じ
。

（
1
7
）
 
こ
の
〈
芸
能
〉
を
問
う
く
だ
り
は
、
新
参
者
を
雇
う
類
に
は
お
お
む
ね
存

 
 
す
る
。

（
1
8
）
 
太
郎
冠
者
が
芸
能
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
見

 
 
解
は
、
拙
稿
「
滑
稽
な
冠
者
た
ち
1
狂
言
」
（
西
島
孜
哉
長
編
『
日
本
文
学
の

 
 
男
性
像
』
世
界
思
想
社
、
平
6
所
収
）
に
述
べ
た
。

（
1
9
）
 
戸
井
田
道
三
氏
は
、
本
曲
の
新
参
者
を
「
潜
在
太
郎
冠
者
」
「
太
郎
冠
者
へ

 
 
の
就
職
希
望
者
」
な
ど
と
称
し
て
お
ら
れ
る
（
『
狂
言
 
落
請
し
た
神
々
の
変
貌
』

 
 
平
凡
社
、
昭
4
8
）
。

（
2
0
）
 
表
章
氏
「
〈
式
三
番
〉
の
周
辺
」
（
『
能
楽
史
新
考
（
二
）
』
わ
ん
や
書
店
、

 
 
昭
6
1
所
収
）
。

（
2
1
）
注
（
2
0
）
の
表
氏
論
考
に
よ
る
。

（
2
2
）
 
小
田
幸
子
氏
「
三
番
嬰
の
問
答
の
変
遷
」
（
『
芸
能
』
3
2
i
1
、
平
2
・

 
 
1
）
。

（
2
3
）
 
注
（
2
1
）
に
同
じ
。

（
2
4
）
 
黒
田
彰
氏
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
 
続
』
（
和
泉
書
院
、
平
7
）
所

 
 
収
「
孝
行
集
に
つ
い
て
1
抄
と
文
芸
-
孝
行
集
の
こ
と
一
」
。

（
2
5
）
 
黒
田
彰
氏
「
静
嘉
堂
文
庫
蔵
 
孝
行
集
」
（
『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集

 
 
（
国
文
学
科
編
）
』
3
9
、
平
3
・
2
）
に
よ
り
、
若
干
表
記
を
改
め
た
。

（
2
6
）
 
金
井
清
光
氏
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
平
1
）
。
北
川
忠
彦
他

 
 
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）
』
（
三
弥
井
書
店
、
平
6
）
「
今
参
」
頭
注

 
 
（
稲
田
担
当
）
等
。
な
お
、
狂
言
「
縄
絢
」
の
悪
口
に
も
若
干
類
似
の
表
現

 
 
が
見
え
る
（
天
理
本
等
）
。

（
2
7
）
 
注
（
9
）
に
同
じ
。

（
2
8
）
 
金
井
清
光
氏
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』
（
風
間
室
旦
房
、
平
1
）
。

（
2
9
）
 
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
一
巻
 
神
楽
・
舞
楽
』
（
＝
二
書
房
、
昭
4
9
）

 
 
に
よ
る
。

（
3
0
）
 
注
（
2
9
）
に
同
じ
。

（
3
1
）
 
注
（
2
8
）
に
同
じ
。

（
3
2
）
 
注
（
9
）
に
同
じ
。

（
3
3
）
 
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
集
 
上
』
（
小
山
弘
志
氏
校
注
、
岩
波
書
店
、

 
 
昭
3
5
）
「
幽
趣
」
頭
注
等
。

（
3
4
）
池
田
廣
司
氏
「
狂
言
の
歌
謡
-
天
正
狂
言
本
を
中
心
に
一
」
（
『
狂
言
歌
謡

 
 
研
究
集
成
』
風
間
書
房
、
平
4
所
収
）
。

（
3
5
）
 
天
野
文
雄
氏
「
狂
言
大
蔵
家
の
く
翁
》
秘
説
1
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫

 
 
蔵
『
神
道
秘
密
翁
大
事
』
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
翁
猿
楽
研
究
』
和
泉
書
院
、

 
 
平
7
所
収
）
に
よ
る
。
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