
狂
言
「
清
水
」
「
抜
殻
」
考

稲

田

秀

雄

は
じ
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
「
清
水
」
と
「
抜
殻
（
ぬ
け
か
ら
）
」
は
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
表
裏
を
な
す
狂

言
で
あ
る
。
「
清
水
」
は
、
太
郎
冠
者
が
鬼
の
面
を
着
け
て
主
を
威
す
。
「
抜
殻
」

は
、
太
郎
冠
者
が
主
に
よ
っ
て
鬼
の
面
を
か
ぶ
せ
ら
れ
、
鬼
に
な
っ
た
と
思
い
込

む
。
い
ず
れ
も
、
鬼
の
面
（
武
悪
を
用
い
る
）
を
道
具
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
作
ら
れ
た
狂
言
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
自
覚
的
に
鬼
に
扮
し
て
、
相

手
を
威
嚇
す
る
手
段
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
無
自
覚
の
う
ち
に
鬼
に
さ
せ
ら

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
鬼
に
な
っ
た
が
ゆ
え
の
悲
哀
を
観
客
に
強
く
印
象
付
け

る
。 

両
曲
と
も
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
と
す
る
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
室

町
期
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
江
戸
初
期
以
降
も
主
た
る
諸
流

台
本
に
存
し
、
現
在
も
大
蔵
・
和
泉
両
流
の
現
行
曲
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
天

正
本
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
名
を
「
野
中
の
清
水
」
「
鬼
の
抜
殻
」
と
し
、
両
断
を

続
い
て
記
載
す
る
。
虎
秘
本
・
天
理
本
と
い
っ
た
大
蔵
・
和
泉
両
流
の
古
台
本
も

や
は
り
両
曲
を
続
い
て
記
す
（
天
理
本
の
曲
名
は
、
天
正
本
と
同
じ
く
「
野
中
清

水
」
）
。
こ
れ
ら
二
つ
の
曲
を
対
に
扱
う
意
識
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

 
こ
の
両
曲
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
天
正
本
の
研
究
や
狂
言
の
鬼
の
研
究
の
一
環

と
し
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
「
清
水
」
に
関
し
て
は
、
本
文
の
評
釈
も
行
わ

 
 
 
（
3
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
両
曲
の
結
末
を
問
題
に
し
た
考
察
も
あ
る
。
し
か

し
、
概
し
て
「
清
水
」
「
抜
殻
」
を
直
接
の
対
象
と
し
た
作
品
研
究
は
未
だ
乏
し

く
、
両
曲
の
構
想
や
形
成
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
清
水
」
と
「
抜
殻
」
の
、
主
と
し
て
構
想
（
演
出
）
に
関

わ
る
諸
問
題
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
両

曲
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
太
郎
冠
者
の
二
つ
の
典
型
的
な
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

で
あ
り
、
狂
言
の
代
表
的
人
物
と
い
う
べ
き
太
郎
冠
者
の
造
型
の
問
題
に
つ
い
て

も
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

 
な
お
、
筆
者
は
近
年
天
理
本
の
注
釈
に
携
わ
る
機
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
清
水
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

「
抜
殻
」
を
担
当
し
た
。
以
下
の
考
察
に
は
、
そ
の
頭
注
に
記
し
た
こ
と
と
重
複

す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一、

u
清
水
」

 
ま
ず
、
天
正
本
「
野
中
の
清
水
」
の
本
文
を
以
下
に
示
す
。
細
部
に
つ
い
て
は

近
世
初
期
の
諸
流
台
本
も
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

①
一
、
大
名
出
、
太
郎
冠
者
を
呼
ひ
出
す
、
珍
客
あ
る
、
茶
の
湯
せ
ん
、
野
中

 
 
の
清
水
汲
み
に
や
る
、

 
②
行
と
て
こ
ゴ
と
を
言
ふ
、
鬼
か
あ
る
と
て
桶
を
捨
て
〉
く
る
、
主
に
か
く
と

 
 
言
ふ
、
主
腹
立
て
桶
取
り
に
行
、
へ
せ
れ
ふ
、
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③
太
郎
冠
者
鬼
に
な
り
て
主
を
威
す
、
帰
て
か
く
と
言
ふ
、
又
桶
取
り
に
行
か

 
 
ん
と
言
ふ
て
行
、

 
④
又
太
郎
冠
者
鬼
に
な
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

 
⑤
後
面
を
は
す
し
て
主
か
ふ
る
、
太
郎
冠
者
逃
げ
る
、
脳
髄
ひ
入
る
、
留
め

野
中
の
清
水
を
汲
ん
で
来
る
よ
う
に
と
い
う
主
の
命
令
（
①
）
に
不
満
を
も
つ
太

郎
冠
者
は
、
「
清
水
に
鬼
が
出
た
」
と
嘘
を
言
っ
て
、
主
を
言
い
く
る
め
よ
う
と
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
主
は
そ
れ
を
疑
い
、
冠
者
が
捨
て
て
来
た
桶
を
取
り
に
清
水
へ

行
く
（
②
）
。
も
と
よ
り
本
当
に
鬼
が
出
る
は
ず
も
な
い
。
そ
こ
で
太
郎
冠
者
は
、

や
む
な
く
自
ら
鬼
に
扮
し
て
（
武
悪
の
面
を
着
け
、
杖
を
持
つ
）
主
を
威
し
、
つ

い
で
に
自
分
に
都
合
の
よ
い
要
求
を
し
た
り
す
る
。
主
は
鬼
に
出
会
っ
た
こ
と
を

冠
者
に
言
う
が
、
冠
者
の
声
と
鬼
の
声
の
．
一
致
に
気
づ
き
、
再
び
清
水
に
赴
く

（
③
）
。
冠
者
も
ま
た
鬼
に
扮
し
て
後
を
追
う
（
④
）
が
、
今
度
は
正
体
を
見
顕
わ

さ
れ
る
（
⑤
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
こ
の
曲
の
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
に
は
、
私
に
言
う
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
の

応
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
太
郎
冠
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
不
都
合
な
事
態
が

生
じ
た
場
合
、
彼
は
様
々
な
手
段
（
語
り
・
咄
・
歌
舞
等
の
〈
芸
能
〉
）
を
も
っ

て
、
そ
れ
を
回
避
・
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
構
造
の
型
が
太
郎
冠
者
を

シ
テ
と
す
る
主
従
狂
言
に
は
多
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
本
曲
に
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
近
世
初
期
の
諸

流
台
本
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
せ
り
ふ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
せ
り
ふ
は
、
同
様
の
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
「
柑
子
」
「
芝
焼
」
「
武
悪
」
等
に
も
存

し
て
お
り
、
冠
者
の
〈
と
り
な
し
〉
の
行
動
を
導
く
常
套
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 

○
い
や
此
た
び
は
く
る
し
う
な
ひ
が
、
又
こ
ん
ど
も
ゆ
け
と
い
は
る
れ
は
わ
る

 
 
ひ
、
何
と
ぞ
し
て
も
ど
ら
ふ
、
お
も
ひ
い
だ
ひ
た
、
た
ら
し
よ
ひ
人
じ
ゃ
程

 
 
に
、
た
ら
さ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
空
明
本
）

 
○
つ
か
い
よ
ひ
減
じ
や
と
お
も
ふ
て
、
い
つ
も
そ
れ
が
し
斗
つ
か
ふ
て
、
ほ
ね

 
を
お
ら
さ
る
〉
、
か
さ
ね
て
や
ら
れ
ぬ
や
う
に
、
た
ば
か
り
事
を
い
た
さ
う

 
と
存
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

○
此
茶
ノ
湯
杯
ト
云
フ
物
が
一
段
ヤ
ニ
段
テ
済
バ
ヨ
イ
ガ
、
厚
ズ
ル
物
シ
や
所

 
テ
、
長
ズ
ル
傷
痕
テ
、
夜
昼
ノ
サ
カ
イ
モ
ナ
フ
、
ヤ
イ
太
郎
冠
者
清
水
ヘ
イ

 
テ
水
ヲ
汲
デ
コ
イ
く
ト
云
ハ
レ
ウ
ナ
ラ
バ
、
身
モ
ヨ
モ
タ
マ
リ
ハ
致
ス
マ

 
イ
、
其
上
男
ノ
行
ト
モ
ナ
イ
所
へ
目
送
ヌ
物
シ
ヤ
ト
申
、
イ
や
思
付
タ
、
頼

 
 
ブ
タ
人
心
ア
ノ
様
テ
モ
又
ド
コ
ヤ
ラ
ガ
ダ
マ
シ
ヨ
フ
御
座
ル
、
面
白
ヲ
カ
シ

 
 
ウ
申
ナ
シ
テ
参
ル
マ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

こ
の
よ
う
な
せ
り
ふ
の
後
に
、
太
郎
冠
者
は
「
清
水
で
鬼
に
襲
わ
れ
た
」
と
嘘
を

言
い
、
主
を
「
た
ら
さ
う
」
（
「
面
白
ヲ
カ
シ
ウ
申
ナ
」
そ
う
）
と
す
る
。
水
汲
み

の
仕
事
を
さ
ぼ
る
た
め
で
あ
る
（
不
都
合
な
事
態
の
回
避
の
試
み
）
。
し
か
し
、
前

述
の
よ
う
に
主
が
そ
れ
を
疑
う
の
で
、
今
度
は
そ
の
嘘
が
ば
れ
な
い
た
め
に
、
自

ら
鬼
に
扮
し
て
主
の
前
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
再
び
不
都
合
な
事
態
の
回
避
の

試
み
）
。
す
な
わ
ち
、
本
曲
に
お
け
る
冠
者
の
〈
と
り
な
し
〉
の
手
段
は
、
「
清
水

に
鬼
が
出
た
」
と
い
う
作
り
咄
と
、
そ
の
実
証
の
た
め
の
変
装
（
鬼
の
物
真
似
）

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
曲
も
ま
た
主
従
狂
言
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
に
則
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
作
り
咄
↓
（
そ
の
破
綻
）
↓
変
装
と
い
う
展
開
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
従
狂
言
の
大
作
で
あ
る
「
武
悪
」
に
も
見
出
さ
れ
る
。
「
武
悪
」
で
は
、
下
人
・

武
悪
を
討
っ
た
と
い
う
太
郎
冠
者
の
嘘
言
が
、
主
と
武
悪
の
鉢
合
わ
せ
に
よ
っ
て

破
綻
し
か
け
る
と
、
今
度
は
武
悪
が
幽
霊
に
扮
し
て
主
の
前
に
現
れ
、
主
を
散
々

に
翻
弄
す
る
の
で
あ
る
。
「
清
水
」
の
劇
構
造
は
、
こ
の
よ
う
に
「
暴
悪
」
の
そ
れ

と
も
相
似
形
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
本
曲
の
構
想
上
特
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
清
水
と
鬼
と
の
取
り

合
わ
せ
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
の
作
り
事
と
は
い
え
、
な
ぜ
清
水
の
ほ
と
り
に
鬼
が

出
る
の
か
。
し
か
も
こ
の
清
水
と
は
、
天
正
本
の
本
文
（
曲
名
）
に
も
あ
る
よ
う
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狂言「清水」「抜殻」考

に
、
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
た
「
野
中
の
清
水
」
な
の
で
あ
る
。
『
奥
義
抄
』
下
に
よ

れ
ば
、
こ
の
野
中
の
清
水
は
「
播
磨
の
印
南
野
」
に
あ
っ
た
と
い
う
。

 
鬼
と
清
水
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
か
つ
て
戸
井
田
道
三
氏
は
、
水
辺
に
鬼
が
出

る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
各
地
に
残
る
「
化
粧
清
水
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

の
伝
説
と
関
係
す
る
こ
と
を
説
か
れ
た
。
橋
本
朝
生
氏
も
そ
の
見
解
を
承
け
て
、

さ
ら
に
「
そ
の
所
在
地
で
あ
る
播
州
印
南
野
は
、
鬼
狂
言
「
首
引
」
「
鬼
の
継
子
」

な
ど
で
鬼
の
出
る
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
名
水
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
鬼
が
出
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

の
に
ふ
さ
わ
し
い
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 
橋
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
野
中
の
清
水
が
あ
る
と
さ
れ
た
播
磨
の
印
南

野
と
鬼
と
の
関
係
は
、
虎
明
本
・
天
理
本
「
首
引
」
や
虎
明
本
「
鬼
の
継
子
」
等

に
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
印
南
野
に
鬼
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
は
今
一
つ
不
明
で
あ
り
、
狂
言
に
お
い
て
印
南
野
と
鬼
の
結
び
付
き
が
必
ず
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
早
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
「
清
水
」
に
関
し
て
は
、

鬼
の
出
現
の
場
所
が
野
中
の
清
水
と
い
う
水
辺
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず

重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
野
中
の
清
水
に
つ
い
て
の
説
話
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
「
野
中
の
水

を
く
み
」
あ
る
い
は
同
書
巻
十
七
雑
歌
上
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
清
水
ぬ
る
け
れ

ど
も
と
の
心
を
知
る
人
ぞ
く
む
」
（
八
八
七
番
）
に
施
さ
れ
た
注
釈
の
中
に
認
め
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
、
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
、

『
古
今
集
註
（
為
相
註
）
』
（
京
大
蔵
）
、
『
頓
阿
挿
注
』
、
『
了
誉
序
註
』
、
『
古
今
集
耕

雲
聞
書
』
、
『
古
今
和
歌
集
見
聞
』
（
八
戸
市
立
図
書
館
蔵
）
、
『
古
今
和
歌
集
三
篶
抄
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

等
の
、
管
見
の
範
囲
の
古
今
注
に
は
、
野
中
の
清
水
と
鬼
と
を
特
に
結
び
付
け
る

要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
清
水
と
鬼
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
『
古
今

集
』
の
注
釈
世
界
と
は
別
の
背
景
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

 
「
清
水
」
の
詞
章
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
近
世
諸
流
台
本
で
は
、

主
が
清
水
か
ら
戻
っ
て
、
鬼
が
い
た
く
冠
者
の
贔
屓
を
し
た
こ
と
を
言
う
。
そ
れ

に
対
し
て
冠
者
は
何
か
と
弁
明
す
る
が
、
そ
の
贔
屓
の
理
由
を
説
明
す
る
冠
者
の

 
 
私
の
ひ
お
う
ち
が
、
あ
の
清
水
へ
身
を
な
け
た
と
や
ら
申
す
か
 
い
ま
た
う

 
 
か
み
も
や
り
ま
せ
い
て
、
私
か
此
体
を
不
便
に
存
て
、
あ
ら
わ
れ
て
出
ま
ら

 
 
し
た
物
て
御
さ
ら
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
和
泉
家
古
本
）

と
、
よ
り
明
確
に
鬼
と
化
し
た
先
祖
が
出
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
せ
り
ふ

は
、
和
泉
流
で
は
現
行
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
天
理
本
以
下
の
和
泉
流
台
本
は
、
鬼
が
冠
者
の
贔
屓
を
し
た
理
由
の

み
な
ら
ず
、
清
水
に
鬼
が
出
る
理
由
も
合
わ
せ
て
冠
者
に
説
明
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
せ
り
ふ
か
ら
、
狂
言
「
清
水
」
の
基
底
に
存
す
る
発
想
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
清
水
に
鬼
が
出
現
す
る
理
由
と
し
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
化
粧
清

水
」
伝
説
な
ど
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
入
水
者
が
鬼
に
変
ず
る
と
い
う
発
想
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
実
は
、
そ
う
し
た
発
想
は
、
狂
言
に
隣
接
す
る
能

せ
り
ふ
を
主
た
る
古
台
本
に
よ
っ
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
○
わ
た
く
し
の
お
や
の
い
と
こ
が
ご
ざ
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
申
さ
る
〉
は
、
倒

 
 
と
こ
お
に
じ
ゃ
と
や
ら
申
さ
れ
て
御
ざ
る
程
に
、
さ
や
う
の
事
も
ご
ざ
ら
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
写
本
）

 
○
某
ノ
先
祖
幽
鬼
祖
父
ト
ヤ
ラ
鬼
祖
母
ト
ヤ
ラ
云
フ
テ
ア
ツ
タ
ゲ
ニ
御
座
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

虎
宮
本
・
享
保
保
教
本
で
は
、
右
の
よ
う
に
太
郎
冠
者
の
親
類
や
先
祖
に
鬼
が
い

た
と
す
る
。
鬼
が
太
郎
冠
者
の
贔
屓
を
し
た
理
由
は
そ
れ
で
わ
か
る
が
、
な
ぜ
そ

の
鬼
が
清
水
に
出
た
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
和
泉
流
の
最
古

本
で
あ
る
天
理
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

 
 
わ
た
く
し
の
ひ
お
う
ち
と
や
ら
が
、
あ
の
清
水
へ
身
を
な
げ
て
し
な
れ
た
と

 
 
申
ほ
ど
に
、
わ
た
く
し
を
ふ
び
ん
に
思
ふ
て
、
な
ん
と
そ
申
さ
れ
た
事
も
御

 
 
ざ
ら
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

太
郎
冠
者
の
曾
祖
父
が
清
水
に
身
を
投
げ
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
鬼
と
な
っ
て
出

現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
理
本
に
次
ぐ
和
泉
家
古
本
で
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
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の
世
界
、
例
え
ば
「
綾
鼓
」
や
「
玉
水
」
の
よ
う
な
曲
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

 
「
綾
鼓
」
は
、
『
三
道
』
や
最
近
発
見
さ
れ
た
応
永
三
十
四
年
演
能
記
録
（
『
寺

務
方
井
川
請
』
紙
背
）
に
も
見
え
る
古
曲
で
あ
り
、
女
御
に
恋
心
を
弄
ば
れ
た
老

人
が
「
桂
の
池
」
に
身
を
投
げ
、
「
魔
境
の
鬼
」
と
な
っ
て
出
現
す
る
内
容
を
も

 
 
 
 
 
 
 
お
 

つ
。
ま
た
、
「
玉
水
」
も
『
申
楽
談
儀
』
『
能
本
三
十
五
番
目
録
』
に
詞
章
の
引
用

や
曲
名
が
見
え
、
『
看
聞
日
記
』
永
享
四
年
三
月
十
四
日
条
に
も
矢
田
猿
楽
に
よ
る

上
演
記
録
が
存
す
る
世
阿
弥
時
代
の
古
曲
で
あ
る
が
、
現
在
は
非
上
演
曲
（
番
外

曲
）
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ
の
う
ち
特
に
「
玉
水
」
に
注
目
し
た
い
。
「
玉
水
」
の
筋
は
、
山
城
井
手
の
里

を
訪
れ
た
旅
僧
が
水
汲
み
の
女
（
老
人
と
す
る
本
も
あ
る
）
に
出
会
い
、
所
に
ゆ

か
り
の
古
歌
を
教
わ
る
が
、
彼
女
は
橘
清
友
と
の
恋
に
破
れ
た
と
思
い
込
ん
で
入

水
し
た
女
の
亡
霊
で
あ
り
、
後
を
追
っ
て
同
じ
く
入
水
し
た
清
友
の
霊
も
や
が
て

現
れ
、
と
も
ど
も
僧
に
回
向
を
願
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、
山
城

の
名
所
で
あ
る
「
井
手
の
玉
水
」
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
同
じ
く

名
水
に
鬼
が
出
る
「
清
水
」
の
構
想
と
の
類
似
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
後
シ

テ
（
橘
清
友
の
霊
）
の
姿
は
、
本
文
で
は
「
ま
こ
と
に
け
う
と
き
鬼
の
姿
」
と
描

写
さ
れ
、
室
町
後
期
の
演
出
資
料
で
あ
る
『
舞
芸
面
輪
次
第
』
に
も
「
後
ハ
鬼
。

つ
ね
の
い
て
た
ち
」
と
あ
っ
て
、
鬼
の
出
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
前
場
に
女
が
水
桶
を
持
っ
て
出
、
水
汲
み
の
態
を
見
せ
る
ら
し
い
の
も
注
目

さ
れ
る
。
「
清
水
」
も
ま
た
、
冠
者
が
水
汲
み
に
行
か
さ
れ
よ
う
と
す
る
発
端
を
も

つ
の
で
あ
る
。

 
狂
言
「
清
水
」
の
、
野
中
の
清
水
に
鬼
が
出
る
構
想
は
、
天
理
本
等
の
太
郎
冠

者
の
せ
り
ふ
を
参
照
す
る
と
、
入
水
し
た
者
が
鬼
と
な
っ
て
出
現
す
る
と
い
う
伝

承
を
基
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
伝
承
は
、
例
え
ば
右
に
述
べ

た
能
「
玉
水
」
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
直
接
に
は
そ
の
よ
う
な
能
作
品

を
踏
ま
え
て
、
「
清
水
に
鬼
が
出
る
」
こ
と
が
発
想
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
前
述
の
よ
う
に
、
野
中
の
清
水
に
関
す
る
説
話
に
基
づ
い
て
、
清
水
に
鬼
が
出

る
こ
と
が
構
想
さ
れ
た
形
跡
は
今
の
と
こ
ろ
認
め
難
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
狂
言

で
は
、
野
中
の
清
水
を
鬼
の
出
る
場
所
に
設
定
し
て
い
る
の
か
。
も
し
右
に
推
測

し
た
よ
う
に
、
「
清
水
」
が
「
玉
水
」
の
よ
う
な
能
を
踏
ま
え
る
と
す
れ
ば
、
山
城

に
あ
る
井
手
の
玉
水
で
は
場
所
が
あ
ま
り
に
も
特
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ

に
比
べ
て
や
や
あ
り
ふ
れ
た
名
称
で
あ
る
「
野
中
の
清
水
」
を
採
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
狂
言
で
は
、
よ
ほ
ど
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
場
所
を
特
定
し
な
い

の
が
常
な
の
で
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
単
に
「
野
の
中
に
あ
る
清
水
」
と
い
う

か
な
り
一
般
的
な
意
味
に
も
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
ま
た
、
『
奥
義
抄
』
下
で
は
、
『
古
今
集
』
八
八
七
番
歌
「
い
に
し
へ
の
野
中
の

清
水
ぬ
る
け
れ
ど
も
と
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む
」
に
つ
い
て
、

 
 
昔
は
め
で
た
き
水
に
て
有
り
げ
る
が
す
ゑ
に
は
わ
ろ
く
成
り
て
、
人
な
ど
も

 
 
す
さ
め
ぬ
を
昔
を
聞
伝
へ
た
る
も
の
〉
、
こ
れ
に
は
め
で
た
き
水
有
り
と
こ

 
 
そ
き
け
と
て
た
つ
ね
て
見
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
き
た
な
げ
に
成
り
て
あ
り
け

 
 
れ
ど
も
、
こ
れ
は
め
で
た
か
り
け
る
水
な
り
。
い
か
で
か
の
ま
で
す
ぎ
む
と

 
 
て
の
め
り
け
る
こ
と
を
よ
め
る
と
そ
申
す
め
る
。
そ
れ
よ
り
も
と
を
し
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

 
 
事
に
言
伝
へ
た
る
也
。
（
下
略
）

と
説
く
。
「
清
水
」
の
鬼
は
、
結
局
太
郎
冠
者
の
扮
す
る
に
せ
得
な
の
で
あ
り
、
最

後
に
ま
た
清
水
の
ほ
と
り
で
、
主
に
そ
の
正
体
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
や

こ
じ
つ
け
め
く
が
、
そ
う
し
た
結
末
に
お
け
る
正
体
の
露
顕
（
鬼
が
太
郎
冠
者
で

あ
っ
た
の
を
知
る
こ
と
）
に
、
『
奥
義
抄
』
に
い
う
「
も
と
を
し
れ
る
事
」
を
響
か

せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
少
な
く
と
も
こ
の
狂
言
に
お
い
て
は
、
野
中
の
清
水
の
「
播
磨
の
印
南
野
」
所

在
と
い
う
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は

り
野
中
の
清
水
が
、
歌
枕
に
も
な
っ
た
名
水
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

名
水
に
鬼
が
出
る
発
想
は
、
「
玉
水
」
の
よ
う
な
能
を
経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
に
せ
鬼
の
趣
向
（
鬼
の
物
真
似
の
応
用
）
を
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狂言「清水」「抜殻」考

取
り
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
、

い
。

二
、
「
抜
殻
」

狂
言
「
清
水
」
の
構
想
が
成
っ
た
と
考
え
て
お
き
た

 
次
に
「
抜
殻
」
の
構
想
・
演
出
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
天
正
本
「
鬼
の
抜
殻
」

の
本
文
を
示
し
、
近
世
諸
流
台
本
も
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
ま
ず
確
認
し
て

お
く
。

 
①
一
、
殿
出
て
、
人
を
呼
ひ
出
し
、
花
子
の
所
へ
酒
を
や
る
、

 
②
道
に
て
皆
飲
む
、
酔
ふ
て
浮
枕
に
し
て
寝
る
、

 
③
主
遅
き
と
て
迎
ひ
に
行
、
こ
れ
見
て
腹
を
立
て
、
太
郎
冠
者
を
鬼
に
つ
く
る
、

 
 
目
覚
め
て
、
水
飲
む
と
て
驚
く
、

 
④
帰
り
て
嘆
く
、
主
出
合
て
様
々
へ
せ
れ
ふ
、
何
か
の
事
、
た
ひ
ち
や
う
と
り

 
 
さ
せ
て
面
を
は
す
〉
、

 
⑤
抜
け
殻
と
て
見
て
驚
（
く
）
、
留
め

主
に
使
い
を
命
じ
ら
れ
た
（
①
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
郎
冠
者
は
途
中
で
酒
に

酔
い
伏
す
（
②
）
。
主
は
懲
ら
し
め
の
た
め
冠
者
に
鬼
の
面
を
か
ぶ
せ
、
冠
者
は
水

鏡
を
見
て
鬼
に
な
っ
た
と
思
い
込
む
（
③
）
。
冠
者
は
戻
っ
て
嘆
く
が
、
主
は
わ
ざ

と
冠
者
を
忌
避
す
る
。
し
か
し
「
た
ひ
ち
や
う
と
り
」
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
面
は

は
ず
れ
（
④
）
、
冠
者
は
は
ず
れ
た
面
を
鬼
の
抜
け
殻
と
見
て
驚
く
（
⑤
）
。

 
以
上
の
筋
を
「
清
水
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
太
郎
冠
者
の
動
き
は
徹
底
し
て

受
け
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
清
水
」
で
は
（
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
に

則
っ
て
）
自
ら
鬼
の
面
を
着
け
て
主
を
威
す
が
、
本
曲
で
は
、
主
に
よ
っ
て
鬼
の

面
を
か
ぶ
せ
ら
れ
、
水
鏡
を
見
て
鬼
に
な
っ
た
と
思
い
込
む
。
し
か
も
こ
れ
は
錯

覚
で
あ
っ
て
、
鬼
の
面
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
の
に
、
冠
者
は
、
本
当
に
「
鬼
に
な
っ

た
」
と
取
り
違
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
状
況
の
〈
取
り
違
え
〉
で
あ
る
。
主

（
及
び
観
客
）
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
た
め
に
、
太
郎
冠
者

に
と
っ
て
の
悲
劇
的
状
況
（
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
）
は
、
他
者
（
主
、
そ

し
て
観
客
）
に
と
っ
て
は
限
り
な
く
喜
劇
的
と
な
る
。
「
清
水
」
の
太
郎
冠
者
が
能

動
的
に
劇
の
展
開
を
推
進
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
「
抜
殻
」
の
太
郎
冠
者
は
こ
の
よ

う
に
受
動
的
で
あ
り
、
劇
の
展
開
は
む
し
ろ
主
の
意
図
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
進
行

す
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
右
の
天
正
本
の
記
述
に
は
一
つ
難
解
な
箇
所
が
あ
る
。
傍
線
を
施
し
た

「
た
ひ
ち
や
う
と
り
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
に
「
た
ひ
ち
や
う
と
り
」
を

さ
せ
る
こ
と
が
鬼
の
面
が
脱
げ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
意

味
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
た
ひ
ち
や
う
と
り
」
に
つ
い
て
す
こ
ぶ
る
魅
力
的
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

解
釈
を
示
さ
れ
た
の
は
、
堀
口
康
生
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
天
正
本
の
特
殊
な
音
韻

表
記
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
を
「
大
蛇
踊
り
」
と
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

 
こ
の
「
大
蛇
踊
り
」
説
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
出
さ
れ
た
が
、
金
井
清
光
氏
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
）

「
す
こ
ぶ
る
面
白
い
解
釈
で
あ
り
、
十
分
傾
聴
に
値
す
る
」
と
評
価
さ
れ
、
橋
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

朝
生
氏
も
基
本
的
に
堀
口
氏
の
見
解
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
堀
口
氏

説
に
代
わ
る
案
を
今
の
と
こ
ろ
持
た
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
、
以
下
堀
口
氏
の
見

解
を
一
応
支
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
考
察
を
進
め
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
大
蛇
踊
り
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
芸
能
な
の
か
。
堀
口

氏
は
「
蛇
の
脱
皮
を
真
似
て
予
祝
神
事
と
す
る
よ
う
な
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
金
井
清
光
氏
は
「
出
雲
・
石
見
神
楽
の
八
岐
大
蛇
の
踊
り
、
長
崎
市
の
蛇
踊

 
 
 
 
 
 
 
む
 

り
な
ど
の
民
俗
芸
能
」
が
参
考
に
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
金
井
氏
の
言
わ
れ

る
よ
う
な
芸
能
が
中
世
に
ま
で
遡
る
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

 
竜
蛇
に
関
連
し
た
民
俗
芸
能
の
う
ち
、
中
世
芸
能
の
面
影
を
留
め
る
例
と
し
て

は
、
岐
阜
・
南
宮
大
社
神
事
芸
能
の
「
龍
子
舞
」
や
、
静
岡
・
山
名
神
社
舞
楽
の

 
 
 
（
2
0
）

「
龍
の
舞
」
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
芸
能
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
柱
を
ゆ
さ

ぶ
っ
た
り
、
柱
に
抱
き
つ
い
て
首
を
起
こ
し
伏
せ
す
る
な
ど
の
所
作
が
あ
り
、
竜

蛇
の
姿
態
の
物
真
似
を
基
本
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
天
正
本
に
い
う
「
大
蛇
踊
り
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
際
に
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
芸
能
が
参
考
と
な
ろ
う
。
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な
お
、
堀
口
氏
も
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
、
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
1
）

わ
ゆ
る
風
流
踊
の
中
に
も
「
大
蛇
踊
」
と
い
う
演
目
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的

に
風
流
踊
は
、
物
真
似
的
な
所
作
を
伴
わ
な
い
の
が
普
通
な
の
で
、
風
流
踊
の
「
大

蛇
踊
」
と
天
正
本
に
記
す
「
大
蛇
踊
り
」
と
は
、
直
接
的
に
は
無
関
係
で
は
な
か

ろ
う
か
（
た
だ
し
歌
謡
の
内
容
は
本
曲
の
構
想
と
関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。
後

述
）
。
そ
も
そ
も
天
正
本
「
鬼
の
抜
殻
」
に
は
、
踊
り
の
詞
章
に
当
た
る
も
の
が
何

ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
天
正
本
の
記
述
態
度
に
よ
れ
ば
、
一
曲
の
中
で
行
わ
れ
る

語
り
や
歌
謡
の
詞
章
は
、
比
較
的
克
明
に
記
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
が
記
さ

れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
天
正
本
「
鬼
の
抜
殻
」
に
記
さ
れ
た
「
大
蛇
踊
り
」
は
、

や
は
り
風
流
踊
の
よ
う
な
詞
章
を
伴
う
芸
能
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

 
天
正
本
の
記
述
は
「
た
ひ
ち
や
う
と
り
さ
せ
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
主
が
何
か
の
所
作
を
冠
者
に
「
さ
せ
る
」
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
読
む
と
す

れ
ば
、
こ
こ
に
（
大
蛇
の
物
真
似
を
伴
う
よ
う
な
）
何
ら
か
の
演
戯
（
劇
以
前
の

芸
）
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
確
か
で
あ
ろ
う
。
狂
言
台
本
の
側
か
ら
、

そ
の
演
戯
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

 
近
世
初
期
以
降
の
諸
流
の
演
出
で
は
、
も
は
や
「
大
蛇
踊
り
」
な
ど
と
い
う
も

の
は
行
わ
れ
な
い
（
現
行
も
同
様
）
。
し
か
し
、
江
戸
初
期
の
押
明
本
・
天
理
本
・

祝
本
に
よ
る
と
、
面
が
は
ず
れ
る
き
っ
か
け
に
、
太
郎
冠
者
の
腹
立
ち
嘆
く
苦
悶

の
所
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 
○
…
あ
っ
て
も
あ
ら
れ
ぬ
、
は
ら
の
た
つ
事
じ
ゃ
、
こ
の
や
う
に
し
て
も
み
ら

 
 
れ
ぬ
、
な
ふ
く
何
と
せ
う
そ
、
は
ら
の
た
つ
事
や
「
ね
つ
、
お
き
つ
し
て
、

 
 
み
も
だ
へ
し
て
、
め
ん
ぬ
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

○
シ
テ
「
か
な
し
や
」
と
云
て
、
な
い
て
こ
ろ
び
ま
わ
っ
て
、
面
を
は
っ
す
、

 
（
略
）
き
も
を
つ
ぶ
ひ
て
、
し
う
を
よ
び
出
す
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

○
ぜ
ひ
に
不
レ
賢
い
ん
で
、
な
き
さ
け
ん
で
な
く
所
で
め
ん
が
ぬ
け
る
所
で
、
ミ

 
て
き
も
っ
ぶ
い
て
、
し
う
を
よ
う
で
き
て
…
 
 
 
 
 
 
 
 
（
祝
本
）

江
戸
中
期
以
降
は
、
泥
流
と
も
悲
観
し
た
太
郎
冠
者
が
清
水
に
身
を
投
げ
よ
う
と

し
た
と
た
ん
、
面
が
脱
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
現
行
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
演

出
は
、
狂
言
記
に
最
も
早
く
見
出
さ
れ
、
鷺
流
・
享
保
保
教
本
に
も
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
狂
言
記
は
「
ね
こ
ろ
び
う
っ
て
」
池
に
落
ち
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、

転
ぶ
所
作
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
享
保
保
教
本
で
も
「
飛
狂
イ
転
ビ
面
ハ
ヅ
シ
コ

ロ
ブ
時
雨
二
両
手
ソ
へ
取
ル
」
と
注
記
さ
れ
、
や
は
り
転
ぶ
所
作
が
残
存
し
て
い

る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
和
泉
流
現
行
の
演
出
で
は
、
「
大
小
前
か
ら
正
面

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
2
）

へ
、
跳
び
上
が
っ
て
左
へ
一
回
転
し
、
そ
の
あ
い
だ
に
面
を
脱
い
で
下
に
置
き
」

と
あ
っ
て
、
跳
び
上
が
る
所
作
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
現
行
大
蔵
流
も
ほ

ぼ
同
じ
）
。

 
江
戸
初
期
の
諸
流
台
本
に
見
え
る
、
苦
悶
し
転
び
廻
る
太
郎
冠
者
の
姿
は
、
少

な
く
と
も
現
行
演
出
と
比
べ
て
、
大
蛇
の
姿
態
の
物
真
似
に
近
い
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
本
当
に
「
大
蛇
踊
り
」
の
名
残
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
本
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
演
戯
が
江
戸
初
期
以
降
の
台
本
に
見
出
さ
れ
る
例
は
珍
し
く

な
い
が
（
「
靱
猿
」
の
猿
江
、
「
枕
物
狂
」
の
語
り
等
）
、
天
正
本
に
あ
っ
た
演
戯
が

近
世
の
諸
流
台
本
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
例
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
抜

殻
」
の
「
大
蛇
踊
り
」
は
そ
の
稀
有
な
例
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

問
題
は
、
本
曲
全
体
の
構
想
を
検
討
し
た
後
で
も
う
一
度
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
橋
本
朝
生
氏
は
、
こ
の
「
大
蛇
踊
り
」
を
核
と
し
て
狂
言
「
抜
殻
」
が
形
成
さ

 
 
 
 
 
お
 

れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
本
曲
の
筋
に
注
目
す
る
と
、
「
は
か
ら
ず
も
鬼

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
太
郎
冠
者
が
悲
嘆
す
る
う
ち
に
、
あ
る
き
っ
か
け
で
も
と
の

姿
に
戻
り
、
後
に
“
鬼
の
抜
け
殻
”
が
残
っ
た
（
と
思
い
込
む
）
」
と
い
う
の
が
本

曲
の
中
心
的
な
構
想
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、
む
し
ろ
中
世
の
説
話

世
界
に
認
め
ら
れ
る
蛇
身
か
ら
の
解
脱
（
抜
け
殻
と
は
本
来
蛇
に
付
随
す
る
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
当
然
）
を
扱
っ
た
説
話
を
背
景
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
で
も
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
甲
賀
三
郎
の
説
話
で
あ
る
。
古
態
と
さ
れ
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狂言「清水」「抜殻」考

る
兼
家
系
の
物
語
と
、
『
神
道
集
』
所
収
「
諏
訪
縁
起
」
に
代
表
さ
れ
る
諏
方
系
の

物
語
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
地
上
に
戻
っ
た
三
郎
が
蛇
に
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
場

面
及
び
も
と
の
姿
に
戻
る
場
面
を
掲
げ
て
み
る
。

 
○
さ
る
ほ
と
に
、
十
ヲ
計
、
十
二
三
の
は
ら
へ
共
来
り
て
申
け
る
は
、
あ
ら
い

 
 
か
め
し
の
へ
ひ
や
。
こ
れ
は
人
へ
ひ
に
て
あ
る
そ
や
、
と
申
て
そ
、
う
ち
け

 
 
る
。
三
良
殿
仰
ら
れ
け
る
は
、
我
は
を
の
れ
ら
か
せ
ん
そ
の
し
う
に
て
あ
る

 
 
そ
や
。
い
か
に
見
知
ら
ぬ
事
ふ
し
き
な
り
、
と
の
た
ま
へ
は
、
は
ら
へ
共
申

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
 
マ
 

 
 
け
る
。
愛
な
る
へ
ひ
か
、
の
は
ら
を
の
ろ
ふ
そ
や
。
さ
ら
は
、
か
ら
キ
め
を

 
 
み
せ
ん
、
と
て
、
う
ち
さ
ひ
な
み
し
た
て
ま
つ
る
。
其
時
に
、
な
に
と
し
て

も
我
身
は
へ
ひ
の
す
か
た
に
に
た
り
け
る
よ
、
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
な
く
く

門
よ
り
そ
と
へ
出
て
、
道
の
ほ
と
り
に
う
つ
ふ
し
て
こ
そ
や
す
み
給
へ
（
中

略
）其

時
ゑ
ん
の
下
よ
り
く
〉
り
出
て
、
き
た
ま
ひ
た
る
白
小
袖
を
ぬ
き
て
見
た

ま
へ
は
、
あ
け
の
色
と
い
ふ
、
こ
の
へ
ひ
に
な
り
て
う
せ
に
け
り
。
其
時
三

 
乱
淫
、
此
ほ
と
か
〉
る
お
そ
ろ
し
き
も
の
を
き
た
り
つ
ら
ん
ふ
し
き
さ
よ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
4
）

 
昨
日
を
ぢ
ら
れ
し
事
は
こ
と
は
り
也
、
と
そ
お
ほ
し
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
（
黒
木
忍
氏
蔵
明
暦
四
年
写
絵
巻
『
諏
訪
大
明
神
御
本
地
』
）

○
先
二
童
部
共
ノ
障
子
ノ
内
へ
入
ケ
ル
カ
、
甲
賀
殿
を
見
付
奉
テ
、
暖
ナ
怖
シ

 
ヤ
、
此
二
大
ナ
ル
蛇
有
リ
ヤ
ト
テ
、
急
逃
出
ニ
ケ
リ
、
偏
心
甲
賀
の
三
郎
ト

 
云
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
ハ
、
此
ナ
ル
蛇
ハ
舌
ヲ
出
シ
テ
、
我
等
ヲ
呪
と
て
、
手
々

 
二
瀬
タ
ル
杖
共
心
テ
打
ケ
レ
ハ
、
甲
賀
殿
、
佐
テ
ハ
我
身
ハ
蛇
心
成
ヌ
ル
ニ

 
コ
ソ
、
恥
カ
シ
ヤ
ト
テ
仏
壇
ノ
下
タ
へ
隠
レ
給
ヌ
、
（
中
略
）

 
急
き
池
ノ
中
二
下
リ
混
リ
ツ
・
、
此
僧
ノ
教
ノ
如
ク
四
方
ヲ
拝
し
て
後
、
水

 
ノ
底
ヲ
没
テ
岳
へ
上
給
ヘ
ハ
、
赤
裸
に
そ
行
成
、
立
返
跡
ヲ
見
繕
ヘ
ハ
、
矧

 
裳
ヲ
脱
ケ
ハ
召
し
き
程
ナ
リ
、
我
身
ナ
カ
ラ
モ
暖
な
怖
シ
ヤ
ト
テ
左
右
ノ
手

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

 
ニ
テ
恥
ヲ
ハ
隠
し
、
御
堂
ノ
内
へ
入
給
ふ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
神
道
集
』
巻
十
「
諏
方
縁
起
」
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
甲
賀
三
郎
の
嘆
き
（
傍
線
部
）
は
、
「
抜
殻
」
の
鬼
に
な
っ
た
太

郎
冠
者
の
次
の
よ
う
な
悲
嘆
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

 
○
な
ふ
く
か
な
し
や
、
清
水
に
お
に
が
有
か
と
思
ふ
た
れ
は
、
身
共
が
お
に
〉

 
 
な
っ
た
、
さ
て
く
め
い
わ
く
な
事
か
な
、
何
と
し
た
事
に
お
に
〉
は
な
つ

 
 
た
ぞ
、
私
は
今
ま
で
人
は
る
か
れ
と
思
ふ
た
事
も
な
ひ
が
、
お
や
お
う
ち
の

 
 
む
く
ひ
で
な
っ
た
か
、
籾
も
く
か
な
し
ひ
事
や
、
愛
に
ね
ま
ひ
物
を
、
つ

 
 
ね
く
た
の
ふ
だ
人
の
、
酒
を
の
む
な
く
と
仰
ら
れ
た
も
の
を
、
く
や
し

 
 
い
事
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
唐
本
）

 
○
「
や
れ
お
そ
ろ
し
や
、
そ
れ
が
し
か
つ
ら
が
、
お
に
〉
な
っ
た
」
と
立
て
、

 
 
「
か
な
し
や
」
と
云
て
、
か
へ
る
、
な
く
也
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
○
よ
く
く
ミ
れ
バ
清
水
ニ
ハ
な
い
が
、
お
れ
が
お
に
こ
な
ツ
た
げ
な
。
よ
〉

 
 
か
な
し
や
な
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
祝
本
）

さ
ら
に
、
先
に
問
題
に
し
た
鬼
の
面
が
は
ず
れ
る
場
面
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
は

抜
け
殻
を
残
し
て
脱
皮
す
る
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
や
は
り
右
に
引
い
た
甲
賀
三
郎
諌
の
該
当
場
面
と
相
似
形
を
な
す
と

い
え
よ
う
。

 
中
世
の
説
話
・
物
語
世
界
に
お
い
て
、
蛇
体
に
変
身
し
た
の
は
甲
賀
三
郎
だ
け

で
は
な
い
。
類
話
の
一
つ
に
『
地
蔵
堂
草
紙
』
（
桜
井
慶
二
郎
懐
旧
蔵
。
絵
巻
）
が

あ
る
。
越
後
の
国
の
僧
が
竜
女
と
契
り
、
竜
宮
に
赴
い
て
蛇
身
と
な
る
。
僧
は
や

が
て
地
上
に
帰
り
、
地
蔵
に
祈
念
し
て
も
と
の
姿
に
戻
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
蛇
身
か
ら
も
と
の
姿
に
戻
る
場
面
に
は
、
あ
と
に
「
ぬ
け
か
ら
」
を
残
す
と

い
う
表
現
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
、
狂
言
「
抜
殻
」
に
よ
り
近
似
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

 
 
か
〉
り
け
れ
は
、
こ
の
僧
、
こ
は
い
か
な
る
、
事
や
ら
ん
、
あ
り
し
錦
の
や

 
 
う
な
る
物
を
、
き
せ
ら
れ
し
と
、
思
ひ
し
ょ
り
、
は
や
蛇
に
成
に
け
り
と
、

 
 
口
惜
く
覚
て
、
彼
地
蔵
に
、
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
心
中
に
、
発
露
涕
泣

 
 
し
て
、
罪
障
を
、
く
ひ
か
な
し
み
て
、
如
法
経
を
、
如
説
に
書
奉
る
へ
き
、
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願
を
お
こ
し
て
、
悪
憶
、
臓
悔
し
け
る
ほ
と
に
、
そ
の
夜
ふ
く
る
ほ
と
に
、

こ
の
大
蛇
の
せ
な
か
、
は
た
と
わ
れ
て
、
そ
の
背
よ
り
、
此
僧
、
は
ひ
出
て
、

 
 
ぬ
け
か
ら
を
み
る
に
、
ま
こ
と
に
、
お
そ
ろ
し
き
事
、
た
と
へ
て
い
は
ん
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

 
 
た
な
し
、
ぬ
け
か
ら
は
、
す
な
は
ち
、
曾
て
ふ
し
た
り

こ
の
他
、
近
年
紹
介
さ
れ
た
日
光
天
海
蔵
『
直
談
因
縁
集
』
二
五
-
七
に
も
甲
賀

三
郎
謂
の
類
話
が
あ
る
。
『
直
談
因
縁
集
』
は
法
華
直
談
関
係
の
説
話
の
集
成
で
あ

り
、
談
義
・
説
法
の
世
界
で
も
、
こ
う
し
た
蛇
身
解
脱
を
扱
っ
た
説
話
が
利
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蛇
体
変
身
・
解
脱
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を

含
む
説
話
は
、
甲
賀
三
郎
の
物
語
に
限
ら
ず
、
中
世
で
は
広
く
流
布
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
風
流
踊
の
中
に
「
大

蛇
踊
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
詞
章
に
も
類
似
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
兵
庫
県
氷
上
郡
柏
原
町
新
井
「
新
法
師
踊
」
中
の
詞
章
を
次
に
一
部
引
く
。

 
 
（
播
磨
の
書
写
坂
本
の
長
者
の
娘
が
大
蛇
と
な
っ
て
鞍
馬
の
奥
の
池
に
住
む
。

 
 
二
人
の
親
が
赴
く
と
大
蛇
と
化
し
た
娘
は
二
人
の
親
を
呑
も
う
と
す
る
）

 
 
二
人
の
親
は
 
二
人
の
親
は
 
悲
し
み
候
て
 
一
人
の
親
は
 
千
部
の
経
を

 
 
読
む
 
一
人
の
親
は
 
万
部
の
経
を
読
む
 
其
の
読
む
御
経
が
 
功
力
と
な

 
 
り
て
 
十
二
の
角
が
 
さ
ら
り
と
お
ち
て
 
大
蛇
は
も
と
の
ま
た
姫
と
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）

 
 
姫
と
な
る
 
大
蛇
の
踊
り
を
一
と
踊
り
 
一
と
踊
り
（
下
略
）

こ
こ
で
は
、
経
文
の
読
調
に
よ
り
蛇
身
を
解
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
同
様

の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
『
さ
よ
ひ
め
』
（
『
竹
生
島
の
本
地
』
）
、
説
経
「
ま
つ
ら
長
者
」

 
 
 
 
 
 
 
 

等
に
も
存
す
る
。

 
狂
言
「
抜
殻
」
は
、
そ
の
基
本
的
な
構
想
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
、
人
間
が

何
ら
か
の
理
由
で
蛇
体
に
変
じ
、
さ
ら
に
そ
の
蛇
身
か
ら
脱
し
て
元
の
身
に
な
る

と
い
う
説
話
の
類
型
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
曲
の
形
成
を
考

え
る
に
際
し
て
は
、
そ
う
し
た
説
話
類
型
に
立
脚
す
る
筋
を
無
視
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
。

 
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
本
曲
の
形
成
と
天
正
本
に
見
え
る
「
大
蛇
踊
り
」
と
の

関
連
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
蛇
体
変
身
・
解
脱

と
い
う
説
話
モ
テ
ィ
ー
フ
と
鬼
の
物
真
似
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
「
抜
殻
」
の
劇
と

し
て
の
骨
格
は
ほ
ぼ
出
来
上
が
る
。
つ
ま
り
、
「
大
蛇
踊
り
」
の
存
在
を
前
提
と
し

な
く
て
も
、
「
抜
殻
」
と
い
う
狂
言
が
発
想
・
形
成
さ
れ
得
る
素
地
は
十
分
に
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
正
本
に
お
け
る
「
大
蛇
踊
り
」
は

必
ず
し
も
原
型
的
な
演
出
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
発
的
な
”
特
殊
演
出
”
で
あ
っ

た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
冠
者
の
悲
嘆
と
身
悶
え
の
う
ち
に
面

が
脱
げ
る
と
い
う
近
世
初
期
諸
流
台
本
の
演
出
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
こ
と
に
自

然
な
展
開
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
冠
者
の
転
び
廻
り
苦
悶
す
る
所
作
が
（
「
大
蛇
踊

り
」
の
痕
跡
で
は
な
く
）
本
来
の
演
出
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
段
お
か
し
く
は

な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
所
作
か
ら
逆
に
蛇
体
の
物
真
似
的
な
演
戯
1

「
大
蛇
踊
り
」
が
連
想
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
演
戯
を
挿
入
す
る
演
出
が
考
案
さ
れ

た
と
い
う
考
え
方
も
十
分
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

 
「
清
水
」
と
「
抜
殻
」
は
、
と
も
に
鬼
の
物
真
似
を
主
従
狂
言
に
取
り
込
ん
だ

曲
で
あ
る
。
し
か
し
、
乱
曲
の
（
に
せ
）
鬼
の
性
格
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

 
例
え
ば
、
「
清
水
」
の
鬼
は
杖
を
持
つ
が
、
「
抜
殻
」
で
は
杖
は
用
い
な
い
。
鬼

狂
言
に
登
場
す
る
（
本
物
の
）
鬼
は
必
ず
杖
を
突
い
て
出
、
特
に
閻
魔
は
そ
の
杖

を
使
っ
て
亡
者
へ
の
責
メ
を
行
う
。
「
清
水
」
の
に
せ
鬼
は
、
主
を
威
す
こ
と
か
ら

し
て
も
、
そ
う
し
た
鬼
の
演
技
を
踏
ま
え
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に

和
泉
流
で
は
、
天
理
本
以
来
、
杖
で
主
の
背
を
打
つ
所
作
が
あ
る
（
鷺
流
に
も
。

大
蔵
流
は
な
し
）
。

 
一
方
、
「
抜
殻
」
の
鬼
は
人
に
「
忌
避
さ
れ
る
」
鬼
で
あ
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
無
自
覚
の
う
ち
に
鬼
に
な
っ
た
（
さ
せ
ら
れ
た
）
冠
者
の
悲
哀
が
描
か
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狂言「清水」「抜殻」考

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鬼
の
物
真
似
を
直
接
取
り
込
み
、
自
覚
的
に
鬼
と
な

っ
て
人
を
威
す
と
い
う
発
想
と
は
裏
腹
で
あ
る
。

 
「
清
水
」
「
抜
殻
」
に
は
、
鬼
と
な
る
こ
と
の
、
い
わ
ば
正
と
負
の
側
面
が
そ
れ

ぞ
れ
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
清
水
」
が
鬼
の
物
真
似
を

比
較
的
ス
ト
レ
ー
ト
に
取
り
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
抜
殻
」
の
構

想
に
は
ひ
ね
り
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
“
鬼
の
抜
け
殻
”
、
す
な
わ
ち
鬼

の
面
と
蛇
の
抜
け
殻
と
を
結
び
付
け
た
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
鬼

の
面
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
発
想
・
演
出
が
当
然
前
提
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
な
る
と
、
「
清
水
」
の
よ
う
な
曲
が
ま
ず
先
行
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い

の
で
あ
る
。
橋
本
朝
生
氏
も
、
「
抜
殻
」
の
冠
者
に
、
主
に
対
す
る
「
反
抗
の
態
度

が
稀
薄
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
鬼
の
面
を
か
ぶ
る
と
い
う
趣
向
を
〈
野
中
の
清
水
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
9
）

か
ら
取
り
込
ん
で
形
成
さ
れ
た
、
比
較
的
成
立
の
遅
い
も
の
か
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
た
。

 
「
清
水
」
は
、
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
に
拠
り
つ
つ
、
鬼
の
物
真
似
を
取
り

込
ん
で
形
成
さ
れ
た
曲
で
あ
る
。
そ
の
際
、
能
「
玉
水
」
の
よ
う
な
曲
を
下
敷
き

に
し
て
「
清
水
に
鬼
が
出
る
」
と
い
う
発
想
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
抜
殻
」
は
、
「
清
水
」
の
よ
う
な
鬼
に
扮
し
て
人
を
欺
き
威
す
と
い
う
構

想
の
曲
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
ひ
ね
り
を
加
え
、
意
図
せ
ず
に
鬼
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
負
の
状
況
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
際
に
、
甲
賀
三
郎
課
や
『
地

蔵
堂
草
紙
』
に
見
ら
れ
る
蛇
体
変
身
・
解
脱
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
踏
ま
え
て
筋
を
構

成
し
、
同
時
に
（
鬼
の
面
を
抜
け
殻
に
見
立
て
て
）
”
鬼
の
抜
け
殻
”
と
い
う
こ
と

を
発
想
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
れ
ら
両
曲
に
共
通
す
る
の
は
、
面
の
着
脱
と
い
う
行
為
が
劇
の
構
想
に
生
か

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
面
を
完
全
に
道
具
の
一
種
と
し
て
用
い
、
一
曲
の
中
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
0
）

何
度
も
着
脱
を
行
う
。
こ
れ
は
、
能
に
は
全
く
存
し
な
い
演
出
で
あ
る
。
な
ぜ
、

狂
言
に
だ
け
こ
う
し
た
演
出
が
存
す
る
の
か
。

 
狂
言
役
者
が
作
り
物
の
舞
台
へ
の
運
搬
等
、
舞
台
雑
務
の
役
割
を
江
戸
初
期
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
1
）

た
り
ま
で
担
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
役
者
の
職
掌
に

は
、
い
わ
ゆ
る
道
具
方
と
し
て
の
役
割
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
八
帖
花

伝
書
』
五
巻
に
は
、
狂
言
大
夫
が
作
り
物
の
中
で
替
え
る
シ
テ
の
面
・
装
束
を
舞

台
に
持
っ
て
出
た
こ
と
を
記
す
。
ま
た
、
翁
猿
楽
に
お
け
る
役
割
分
担
に
注
目
し

た
場
合
、
面
を
舞
台
に
持
ち
出
し
「
面
さ
ば
き
」
を
行
う
面
箱
の
役
は
、
必
ず
狂

言
役
者
（
上
掛
り
・
下
掛
り
と
も
に
）
で
あ
る
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
狂
言
特
有

の
面
の
使
い
方
は
、
こ
う
し
た
狂
言
役
者
の
職
掌
と
関
連
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

 
（
3
2
）

な
い
。

 
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
清
水
」
と
「
抜
殻
」
に
は
、
対
照
的
な
太
郎
冠
者
の
二

つ
の
類
型
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
能
動
的
な
太
郎
冠
者
と
受
動
的
な

太
郎
冠
者
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
の
タ
イ
プ
に
は
お
お
む
ね
こ
の
二
つ
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
〈
芸
能
〉
（
演
戯
。
物
真
似
等
も
含
む
）
を
担
う
冠
者
と
担
わ
な

い
冠
者
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。
天
正
本
所
収
曲
で
は
、
前
者
の
タ
イ
プ

の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、

主
従
狂
言
の
全
体
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
太
郎
冠
者
と
い
う
人
物
像
を
検
討
し

て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
布
石
で
も
あ
る
。

注（
1
）
 
現
在
、
大
蔵
流
で
は
「
抜
殻
」
、
和
泉
流
で
は
「
ぬ
け
か
ら
」
と
表
記
す

 
 
る
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
以
下
大
蔵
流
の
表
記
に
統
一
す
る
。

（
2
）
 
前
者
に
は
、
橋
本
朝
生
氏
「
天
正
狂
言
本
の
大
小
名
狂
言
一
狂
言
の
形
成

 
 
序
説
（
二
）
1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
5
0
・
1
0
、
「
天
正
狂
言
本
の
主
従
狂

 
 
言
」
と
し
て
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み
づ
き
書
房
、
平
8
所
収
）
、
堀
口
康

 
 
生
命
「
「
天
正
狂
言
本
」
を
め
ぐ
っ
て
 
音
韻
表
記
の
立
場
か
ら
」
（
『
藝
能
史

 
 
研
究
』
5
2
、
昭
5
1
・
1
）
、
金
井
清
光
氏
『
天
正
狂
言
本
全
区
』
（
風
間
書
房
、

 
 
平
1
）
等
、
後
者
に
は
、
戸
井
田
道
三
氏
『
狂
言
 
落
饗
し
た
神
々
の
変
貌
』

 
 
（
平
凡
社
、
昭
4
8
）
、
金
井
清
光
氏
「
狂
言
の
鬼
と
に
せ
鬼
」
（
『
能
と
狂
言
』
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明
治
書
院
、
昭
5
2
所
収
）
等
の
論
考
が
あ
る
。

（
3
）
 
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
 
第
十
巻
 
劇
文
学
』
（
明
治
書
院
、
昭
5
8
）

 
 
所
収
「
清
水
」
（
橋
本
朝
生
氏
執
筆
）
。

（
4
）
 
田
口
和
夫
氏
「
元
興
寺
と
狂
言
〈
清
水
〉
〈
抜
殻
〉
」
（
『
鎮
仙
』
捌
、
平
1
2
・

 
 
6
）
。

（
5
）
 
北
川
忠
彦
他
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）
』
（
三
弥
井
書
店
、
平

 
 
6
）
。

（
6
）
 
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
漢
字
を
当
て
、
仮
名
を
統

 
 
一
し
、
読
点
を
施
す
な
ど
し
て
表
記
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。

（
7
）
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
）
。

（
8
）
 
拙
稿
「
滑
稽
な
冠
者
た
ち
1
狂
言
」
（
西
島
孜
哉
氏
編
『
日
本
文
学
の
男
性

 
 
像
』
世
界
思
想
社
、
平
6
所
収
）
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
。

（
9
）
 
戸
井
田
道
三
氏
『
狂
言
 
落
憎
し
た
神
々
の
変
貌
』
（
平
凡
社
、
昭
4
8
）
「
1

 
 
狂
言
世
界
の
群
像
」
「
鬼
」
。

（
1
0
）
 
注
（
3
）
に
同
じ
。

（
1
1
）
 
天
正
本
「
首
引
」
は
罪
人
が
登
場
す
る
の
で
、
地
獄
を
舞
台
と
す
る
ら
し

 
 
く
、
天
理
本
「
鬼
の
継
子
」
で
は
越
中
馬
車
の
里
に
住
む
女
が
親
里
へ
帰
る

 
 
途
中
に
鬼
と
出
合
う
。
狂
言
の
鬼
は
必
ず
印
南
野
に
出
る
わ
け
で
は
な
か
っ

 
 
た
よ
う
で
あ
る
。

（
1
2
）
 
い
ず
れ
も
、
野
中
の
清
水
が
か
つ
て
は
冷
た
く
よ
い
水
で
あ
っ
た
が
、
後

 
 
に
は
温
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
軸
に
し
た
説
話
で
あ
り
、
鬼
と
関
わ
る

 
 
要
素
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
番
外
謡
曲
に
「
野
中
清
水
」
が
あ
る
（
五
百
番

 
 
本
等
）
が
、
こ
れ
は
『
頓
阿
序
注
』
『
了
誉
序
註
』
等
に
引
く
説
話
に
拠
っ
て

 
 
い
る
。

（
1
3
）
能
「
玉
水
」
に
関
し
て
は
、
最
近
、
石
井
倫
子
氏
「
番
外
曲
〈
玉
水
〉
考

 
 
-
玉
水
説
話
と
の
関
わ
り
か
ら
一
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
1
2
・
1
1
）
が
、

 
 
そ
の
説
話
的
背
景
を
論
じ
て
い
る
。

（
1
4
）
 
『
日
本
歌
学
大
系
 
第
一
巻
』
（
風
間
書
房
、
昭
4
6
）
に
よ
る
。

（
1
5
）
 
堀
口
康
生
氏
「
「
天
正
狂
言
本
」
を
め
ぐ
っ
て
 
音
韻
表
記
の
立
場
か
ら
」

 
 
（
『
藝
能
史
研
究
』
5
2
、
昭
5
1
・
1
）
。

（
1
6
）
 
田
口
和
夫
氏
「
研
究
史
補
遺
」
（
『
狂
言
論
考
』
三
弥
井
書
店
、
昭
5
2
所

 
 
収
）
。
松
田
修
氏
と
田
口
和
夫
氏
が
「
た
ひ
ち
や
う
と
り
」
を
「
怠
状
と
り
」

 
 
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
（
1
5
）
の
堀
口
氏
論
考
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

 
 
た
だ
し
、
田
口
氏
執
筆
の
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、

 
 
昭
5
9
）
所
収
「
抜
殻
」
の
項
に
は
、
「
転
げ
る
所
を
『
天
正
狂
言
本
』
で
は
「
大

 
 
蛇
踊
り
」
を
さ
せ
る
か
」
と
、
「
大
蛇
踊
り
」
説
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な

 
 
お
、
近
年
の
内
山
弘
氏
『
天
正
狂
言
本
 
本
文
・
総
索
引
・
研
究
』
（
笠
間
書

 
 
院
、
平
1
0
）
「
索
引
編
」
も
「
だ
い
じ
ゃ
を
ど
り
「
大
蛇
踊
］
」
の
項
を
立
て

 
 
る
。

（
1
7
）
 
金
井
清
光
氏
「
狂
言
の
鬼
と
に
せ
鬼
」
（
『
能
と
狂
言
』
明
治
書
院
、
昭
5
2

 
 
所
収
）
。

（
1
8
）
 
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
9
）
 
金
井
清
光
氏
『
天
正
狂
言
本
全
車
』
（
風
間
書
房
、
平
1
）
。

（
2
0
）
 
こ
れ
ら
の
芸
能
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
の
神
々
 
神
社
と
聖
地
 
第

 
 
九
巻
 
美
濃
・
飛
騨
・
信
濃
』
（
白
水
社
、
昭
6
2
）
所
収
「
南
宮
大
社
」
（
太

 
 
田
三
郎
氏
執
筆
）
、
『
本
田
安
次
著
作
集
 
日
本
の
傳
統
藝
能
 
第
十
六
巻

 
 
舞
楽
・
延
年
』
（
錦
正
社
、
平
1
0
）
等
参
照
。

（
2
1
）
 
注
（
1
5
）
に
同
じ
。
な
お
、
山
路
興
造
氏
「
全
国
風
流
踊
り
歌
一
覧
」
（
『
民

 
 
俗
芸
能
』
4
3
・
4
4
、
昭
4
6
・
4
）
に
よ
れ
ば
、
「
大
蛇
踊
」
は
、
兵
庫
県
氷
上

 
 
郡
氷
上
町
新
郷
と
同
柏
原
町
大
新
屋
新
井
に
し
か
見
出
せ
な
い
。

（
2
2
）
安
藤
常
次
郎
氏
他
『
狂
言
総
覧
-
内
容
・
構
想
・
演
出
1
』
（
能
楽
書
林
、

 
 
昭
4
8
）
「
ぬ
け
か
ら
」
（
演
出
）
の
項
。
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狂言「清水」「抜殻」考

（
2
3
）
 
注
（
1
8
）
に
同
じ
。

（
2
4
）
 
『
神
道
大
系
 
文
学
編
二
 
中
世
神
道
物
語
』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
1
）

 
 
に
よ
る
。

（
2
5
）
 
『
神
道
大
系
 
文
学
編
 
神
道
集
』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
6
3
）
所
収
の

 
 
赤
木
文
庫
旧
蔵
本
に
よ
り
、
読
み
下
し
た
。

（
2
6
）
 
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
補
遺
二
（
角
川
書
店
、
昭
6
3
）
に
よ
る
。

（
2
7
）
 
『
本
田
安
次
著
作
集
 
日
本
の
傳
統
藝
能
 
第
十
三
巻
 
風
流
W
』
（
錦
正

 
 
社
、
平
9
）
に
よ
る
。

（
2
8
）
 
「
大
し
や
、
此
よ
し
き
く
よ
り
も
、
さ
て
も
、
し
ゅ
し
や
う
な
、
御
き
や
う

 
 
か
な
と
、
な
み
た
を
な
か
し
、
ち
や
う
も
ん
申
、
く
り
き
に
よ
り
て
、
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の
つ
の
、
は
ら
り
と
お
と
し
、
さ
う
身
の
こ
け
も
、
お
ち
も
け
れ
は
、
さ
よ

 
 
ひ
め
に
も
を
と
ら
ぬ
、
び
ち
ん
と
な
り
に
け
り
」
（
赤
木
文
庫
蔵
『
さ
よ
ひ
め

 
 
の
さ
う
し
』
、
「
ま
つ
ら
長
者
」
に
も
）
の
よ
う
な
「
大
蛇
踊
」
と
類
似
の
表

 
 
現
も
見
出
せ
る
。

（
2
9
）
 
注
（
1
8
）
の
橋
本
朝
生
氏
論
考
の
注
（
5
）
。

（
3
0
）
 
能
「
大
会
」
「
現
在
七
面
」
に
は
曲
の
途
中
で
面
を
変
え
る
演
出
が
あ
り
、

 
 
番
外
曲
「
降
魔
」
に
も
面
を
す
ば
や
く
変
え
る
場
面
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

 
 
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
A
役
か
ら
B
役
へ
の
早
変
わ
り
を
目
的
と
し
た
も
の

 
 
で
あ
り
、
狂
言
で
の
使
い
方
と
は
基
本
的
に
異
な
る
。

（
3
1
）
 
小
田
幸
子
氏
「
能
の
舞
台
装
置
i
作
り
物
の
歴
史
的
考
察
1
（
下
）
」
（
『
能

 
 
楽
研
究
』
1
3
、
昭
6
3
・
3
）
。

（
3
2
）
 
ち
な
み
に
「
清
水
」
で
は
、
葛
桶
を
水
桶
と
し
て
用
い
る
。
狂
言
に
は
能

 
 
よ
り
は
多
彩
な
葛
桶
の
使
い
方
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
も
注

 
 
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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