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じ
め
に

 
「
素
抱
落
」
は
、
大
蔵
・
和
泉
両
流
の
現
行
曲
で
あ
り
、
太
郎
冠
者
を
シ
テ
と

す
る
主
従
狂
言
の
中
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
曲
で
あ
る
。
ま
ず
、
現
行
大
蔵

流
に
よ
っ
て
そ
の
粗
筋
を
示
す
。

 
伊
勢
参
宮
を
明
日
（
和
泉
流
は
今
日
）
に
控
え
た
主
人
は
、
か
ね
て
の
約
束
の

手
前
、
伯
父
を
誘
い
に
太
郎
冠
者
を
行
か
せ
る
。
伯
父
は
、
急
な
こ
と
な
の
で
参

宮
に
は
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
が
、
冠
者
を
引
き
留
め
、
門
出
を
祝

っ
て
や
ろ
う
と
、
酒
を
振
る
舞
う
。
盃
を
重
ね
た
冠
者
は
酔
い
に
ま
か
せ
て
、
伯

父
を
誉
め
た
り
、
主
人
の
悪
口
を
言
っ
た
り
す
る
。
伯
父
は
さ
ら
に
、
饒
と
し
て

冠
者
に
素
抱
を
与
え
る
。
素
抱
を
貰
い
、
す
っ
か
り
よ
い
機
嫌
に
な
っ
て
帰
る
途

中
、
迎
え
に
来
た
主
人
と
出
会
う
。
冠
者
は
素
抱
を
隠
す
が
、
う
っ
か
り
落
と
し

て
し
ま
い
、
主
人
に
拾
わ
れ
る
。
素
抱
を
落
と
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
冠
者
は
、

と
た
ん
に
機
嫌
が
悪
く
な
り
、
あ
た
り
を
し
き
り
に
探
す
。
素
抱
を
隠
し
た
主
人

が
「
良
い
物
を
拾
う
た
」
と
言
う
と
、
冠
者
は
そ
れ
を
見
せ
て
欲
し
い
と
頼
み
、

主
人
が
素
雪
を
出
す
と
、
冠
者
は
そ
れ
を
奪
い
取
っ
て
去
り
、
後
を
主
人
が
追
い

込
む
（
和
泉
流
は
、
主
人
が
素
抱
を
返
さ
ず
持
っ
て
入
る
の
を
冠
者
が
追
っ
て
行

く
）
。

 
こ
の
狂
言
は
、
最
古
の
筋
書
本
で
あ
る
天
正
狂
言
本
に
は
記
載
が
な
い
が
、
寛

永
十
九
年
成
立
の
大
蔵
虎
明
本
や
ほ
ぼ
同
時
期
の
天
理
本
と
い
っ
た
江
戸
初
期
の

代
表
的
な
諸
流
台
本
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
に
遡
る
上
演
記
録
は

今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
慶
長
八
年
四
月
七
日
、
二
条
城
で
の
徳
川
家

康
将
軍
宣
下
祝
賀
能
に
お
い
て
、
長
命
（
鷺
）
伊
右
衛
門
（
鷺
仁
右
衛
門
宗
玄
）
・

大
蔵
弥
太
郎
（
虎
清
）
・
長
命
甚
六
（
徳
右
衛
門
）
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
『
古

之
御
能
組
』
）
。
こ
の
記
録
に
よ
っ
て
、
本
曲
は
慶
長
八
年
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

 
と
こ
ろ
で
、
本
曲
は
、
「
め
で
た
さ
と
楽
し
さ
の
あ
ふ
れ
た
名
作
」
、
「
伊
勢
参
宮

と
い
う
設
定
の
醸
し
出
す
祝
言
的
雰
囲
気
の
中
で
、
太
郎
冠
者
の
性
格
を
よ
く
描

 
 
 
 
 
（
2
）

き
切
っ
た
名
作
」
と
い
う
よ
う
に
、
従
来
か
ら
名
作
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
こ
の
曲
は
、
今
ま
で
単

独
で
作
品
研
究
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
狂
言
は
い
か

に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
他
の
太
郎
冠
者
の
登
場
す
る
曲
に
比
し
て
の

構
想
・
演
出
上
の
特
色
は
何
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
夕
陽
落
」
の
形
成

や
構
想
・
演
出
に
関
わ
る
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一、

u
鞍
馬
参
」
と
の
関
連

 
「
素
抱
落
」
と
い
う
狂
言
に
関
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
特
定
の
典
拠
も
見
出
さ

れ
て
お
ら
ず
、
語
り
や
歌
舞
な
ど
の
形
成
の
核
と
な
り
う
る
演
戯
（
狂
言
劇
以
前

の
芸
）
も
特
に
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
（
飲
酒
の
場
面
も
歌
舞
を
伴
わ
な
い

異
例
の
か
た
ち
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。

 
そ
う
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
曲
は
、
既
存
の
狂
言
作
品
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を

変
形
す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
当
面
立
て
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
は
、
そ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
、
他
の
曲
と
の
類
似
点

を
探
る
た
め
に
、
こ
の
狂
言
の
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
の
上
で
の
特
色
を
吟
味
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

 
太
郎
冠
者
が
伯
父
に
酒
を
振
る
舞
わ
れ
、
機
嫌
よ
く
酔
う
前
半
の
場
面
は
、
現

行
で
は
確
か
に
大
き
な
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
が
、
筋
の
運
び
の
上
か
ら
す
る
と
、

こ
こ
で
は
冠
者
が
酒
に
酔
う
こ
と
と
伯
父
か
ら
素
抱
を
貰
う
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
貰
っ
た
素
抱
を
主
人
に
拾
わ
れ
て
隠
さ
れ
、
冠

者
が
そ
れ
を
乞
う
と
い
っ
た
後
半
の
展
開
が
、
む
し
ろ
本
曲
の
筋
の
上
で
の
特
徴

を
な
す
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
従
が
一
つ
の
物
を
取
り
合
う
と
い
う
よ

う
な
筋
は
他
の
曲
に
も
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
そ
の
点
で
、
や
は
り
主
従
狂
言
の
一
つ
で
あ
る
「
鞍
馬
参
」
と
い
う
曲
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
曲
は
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
）
に
も
記
載
が
あ
り
、
室
町

期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
鞍
馬
寺
へ
主
従
が
参
詣
し
、
通
夜
を
す
る
と
、
太
郎
冠
者
に
は
本
尊
・
多
聞
天

よ
り
「
福
あ
り
の
実
」
が
授
け
ら
れ
る
。
羨
ん
だ
主
人
は
、
そ
れ
を
乞
い
取
ろ
う

と
す
る
。
冠
者
は
、
そ
れ
な
ら
ば
「
福
渡
し
」
と
い
う
作
法
が
あ
る
と
言
い
、
そ

の
呪
文
（
皇
子
物
）
を
何
度
も
繰
り
返
さ
せ
て
主
人
を
か
ら
か
う
、
と
い
っ
た
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

容
で
あ
る
。
天
正
本
の
本
文
を
次
に
引
用
す
る
。

 
 
一
、
大
名
出
て
人
を
呼
び
出
す
、
鞍
馬
へ
参
と
て
太
刀
預
く
る
、
（
道
中
に
て

 
 
連
歌
を
す
る
こ
と
あ
り
、
略
）
さ
て
参
着
き
て
通
夜
す
る
、
太
郎
冠
者
、
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ぶ
て

 
 
い
く
供
に
歩
く
、
を
く
か
り
て
礫
を
御
福
と
言
ふ
て
だ
ま
す
、
主
目
覚
め

 
 
て
御
福
お
こ
せ
と
言
ふ
、
も
ん
だ
ふ
、
呪
文
に
て
渡
す
、
へ
鞍
馬
の
大
悲
多

 
 
聞
天
の
御
福
を
主
殿
に
画
せ
た
り
や
く
、
へ
賜
っ
た
り
や
く
く
く
、

 
 
へ
礫
と
言
ふ
て
出
す
、
へ
太
刀
抜
き
て
追
ふ
、
留
め

天
正
本
で
は
、
太
郎
冠
者
が
礫
を
御
福
と
称
し
て
主
人
を
欺
こ
う
と
す
る
設
定
で

あ
り
、
江
戸
初
期
以
降
の
台
本
で
は
本
当
に
「
福
あ
り
の
実
」
を
賜
っ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
等
、
構
想
上
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
冠
者
に
下
さ
れ
た
物
を
主
人

が
無
理
に
乞
い
取
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
主
人
の

せ
り
ふ
は
、
江
戸
初
期
の
諸
流
台
本
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
○
此
福
を
某
が
と
ら
ふ
と
ぞ
ん
ず
る
、
…
じ
き
に
わ
た
さ
う
ず
れ
ど
も
、
さ
い

 
 
は
ひ
め
し
つ
れ
た
太
郎
く
わ
じ
ゃ
に
渡
す
、
路
次
で
と
れ
と
仰
ら
れ
た
、
其

 
 
福
は
そ
れ
が
し
が
の
じ
や
、
お
こ
せ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
恥
曝
本
）

 
○
「
太
郎
く
わ
じ
ゃ
に
わ
た
す
ほ
ど
に
道
で
と
れ
と
お
せ
ら
れ
た
」
と
云
、
…

 
 
「
む
り
に
と
ら
う
」
と
云
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

「
群
峰
落
」
の
筋
に
は
、
こ
の
「
鞍
馬
参
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
冠
者
に
与
え

ら
れ
た
物
を
主
人
が
乞
う
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
物
を
主
従
が
互
い
に
取
り
合
う
と

い
う
筋
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
天
理
本
「
素
抱
落
」
に
は
、
伯
父
の
家
か
ら
の
帰
り
道
に
、

 
 
毒
す
わ
う
を
た
の
ふ
だ
者
が
み
た
ら
ば
、
ほ
し
が
っ
て
く
れ
い
と
い
わ
れ
う

 
 
ほ
ど
に
か
く
さ
う

と
い
う
冠
者
の
せ
り
ふ
が
あ
る
。
同
様
の
せ
り
ふ
は
、
天
理
本
に
次
ぐ
和
泉
家
古

本
に
も
あ
り
、
寛
政
有
江
本
・
安
政
賢
通
本
・
宝
暦
名
題
川
本
等
の
鷺
流
台
本
に

も
見
え
る
。
主
人
が
欲
し
が
り
、
取
ら
れ
る
と
困
る
の
で
、
冠
者
は
素
抱
を
隠
し

持
つ
の
で
あ
る
。
主
人
が
乞
い
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
「
鞍
馬
参
」
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
痕
跡
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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（
4
）

 
長
寛
本
以
降
の
大
蔵
流
で
は
、
冠
者
は
、
主
人
の
言
う
「
互
い
の
造
作
」
を
避

け
る
た
め
に
素
抱
は
受
け
取
れ
な
い
と
言
う
の
に
対
し
、
伯
父
が
「
こ
こ
で
は
隠

し
て
お
い
て
、
伊
勢
で
の
宮
廻
り
の
時
に
は
着
て
、
自
分
の
名
代
に
参
詣
し
て
ほ

し
い
」
と
言
う
の
で
、
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
（
虎
明
君
は
全
体
に
簡
略
な
記
述

で
、
そ
う
し
た
せ
り
ふ
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。
主
人
の
手
前
、
素
抱
を
隠
せ
と

い
う
こ
と
は
伯
父
の
提
案
に
よ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
天
理
本
・
和
泉
家

古
本
・
鷺
流
諸
本
の
よ
う
に
、
主
人
に
取
ら
れ
ま
い
と
し
て
、
冠
者
が
自
分
の
意

志
で
「
隠
す
」
か
た
ち
が
、
古
態
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
「
鞍
馬
参
」
と
い
う
曲
の
背
景
に
は
、
田
口
和
夫
氏
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

 
（
5
）

う
に
、
『
八
幡
宮
巡
拝
記
』
や
『
八
幡
愚
童
訓
』
（
乙
本
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
「
福

 
 
 
（
6
）

渡
し
」
説
話
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
田
口
氏
は
、
「
鞍
馬
参
」
に
お
け
る
福

 
 
 
 
 
 
た
ば

渡
し
の
作
法
（
「
賜
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
れ
ば
、
福
あ
り
の
実
の
所
有
が
そ

の
言
葉
を
発
し
た
者
に
移
る
）
が
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
（
乙
本
）
に
見
え
る
橘
の
実

を
渡
す
作
法
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
「
狂
言
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
呪

法
は
現
実
の
世
の
中
で
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
を
背
景
と
し
て
い
る
」
と

述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
福
渡
し
説
話
」
の
類
話
と
し
て
、
九
州
彦
山
の

僧
・
法
蓮
が
竜
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
如
意
宝
珠
を
八
幡
神
の
化
身
た
る
翁
と
取
り

合
う
説
話
が
、
『
彦
山
流
記
』
、
『
八
幡
宮
巡
拝
記
』
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
（
乙
本
）
、
『
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
、
『
六
郷
満
山
仁
聞
大
菩
薩
本
紀
』
等
に
見
え
る
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
作
法
は
、
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
「
こ
と
ば
と

い
う
も
の
が
、
…
実
際
の
事
物
と
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
力
を
発
揮
し
て

 
 
 
 い

る
」
と
す
る
説
話
的
発
想
か
ら
出
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
「
鞍
馬
参
」
が
こ
の
よ
う
な
「
福
渡
し
説
話
」
か
ら
構
想
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
曲
が
主
従
が
一
つ
の
物
を
取
り
合
う
筋
を
も
つ
狂
言
の
基
本
形
と
な
っ

た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
素
抱
落
」
も
こ
の
よ
う
な
曲
を
基
と

し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
鞍
馬
参
」
と
本
曲
の
間
に
は
、
ま
だ
径
庭
が
あ
る
。
与

え
ら
れ
た
物
を
あ
く
ま
で
主
人
の
目
か
ら
「
隠
す
」
と
い
う
冠
者
の
意
図
が
「
鞍

馬
参
」
に
は
希
薄
で
あ
る
（
な
お
、
「
鞍
馬
参
」
で
は
、
福
渡
し
の
作
法
が
、
演
戯

（
劇
中
芸
）
と
し
て
重
要
な
核
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
素
鼠
落
」
に
は
、
そ
う
し
た

演
戯
成
分
は
認
め
ら
れ
な
い
）
。
さ
ら
に
類
似
し
た
構
想
を
も
つ
曲
を
探
索
し
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
、
「
鈍
根
草
」
と
の
関
連

 
「
鈍
根
草
」
は
、
鞍
馬
へ
の
参
詣
を
発
端
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
に
「
鞍

馬
参
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
曲
で
あ
る
。
大
蔵
虎
国
本
に
は
存
す
る

も
の
の
、
以
後
の
大
蔵
流
で
は
正
規
の
演
目
で
は
な
か
っ
た
（
江
戸
末
期
の
大
蔵

八
右
衛
門
派
に
は
書
上
の
外
ま
た
は
現
行
曲
と
し
て
あ
っ
た
）
が
、
和
泉
流
で
は

天
理
本
以
来
公
認
の
演
目
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
演
じ
ら
れ
な
い

が
、
「
鞍
馬
参
」
と
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
、
冠
者
が
語
り
と
い
う
演
戯
（
劇
中
芸
）

を
担
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
語
り
に
は
、
中
世
の
法
華
経
注
釈
品
等
に
見
え
る
周

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梨
葉
特
説
話
を
含
む
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
成
立
の
下
る
曲
で

は
あ
る
ま
い
。

 
こ
の
曲
で
は
、
後
半
、
鞍
馬
寺
の
宿
坊
か
ら
届
け
ら
れ
た
蓼
を
食
べ
た
主
人
が

刀
を
忘
れ
、
茗
荷
（
鈍
根
草
。
こ
れ
を
食
べ
る
と
物
忘
れ
を
す
る
と
さ
れ
た
）
を

食
べ
た
冠
者
に
そ
れ
を
拾
わ
れ
る
と
い
う
皮
肉
な
場
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

相
手
の
物
を
拾
っ
て
隠
し
、
か
ら
か
う
と
い
う
「
鈍
根
草
」
の
構
想
は
「
素
抱
落
」

と
よ
り
近
似
す
る
の
で
あ
る
。

 
○
「
な
ふ
う
れ
し
や
、
か
た
な
を
忘
れ
ら
れ
た
、
是
を
か
く
ひ
て
、
ご
ど
に
つ

 
 
か
う
、
…
「
某
は
み
や
う
が
を
た
ぶ
る
に
依
て
、
ど
ん
に
な
っ
て
物
わ
す
れ

し
て
、
よ
ひ
か
た
な
を
一
こ
し
ひ
ろ
ふ
て
ご
ざ
あ
る
が
、
び
し
や
も
ん
の
御

利
生
か
と
存
る
 
「
何
と
よ
ひ
刀
を
ひ
ろ
ふ
た
 
「
中
々
み
事
な
刀
を
ひ
ろ

ふ
て
御
ざ
有
 
「
ど
り
や
み
せ
ひ
 
「
是
ご
ろ
う
じ
ら
れ
ひ
 
（
特
区
本
）
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○
太
郎
く
わ
じ
ゃ
「
そ
う
じ
て
な
に
も
か
し
こ
だ
て
し
ら
る
れ
共
、
刀
を
わ
す

 
 
れ
て
い
か
る
〉
、
取
か
く
い
て
、
道
す
が
ら
な
ぶ
り
ま
ら
せ
う
と
存
」
と
云

 
 
て
、
刀
を
う
し
ろ
に
か
く
す
也
、
又
う
し
ろ
に
さ
し
も
す
る
也
、
…
「
わ
た

 
 
く
し
は
ど
ん
ご
ん
草
を
た
べ
た
れ
共
、
物
を
ひ
ろ
う
た
」
と
云
、
「
な
に
を
ひ

 
 
ろ
う
た
」
と
云
、
「
物
を
ひ
ろ
う
た
」
と
云
、
「
ぜ
ん
あ
く
、
み
せ
い
」
と
云
、

 
 
「
是
を
」
と
云
て
、
刀
を
み
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

こ
う
し
た
や
り
と
り
は
「
素
抱
落
」
の
終
曲
部
の
主
従
の
対
話
と
似
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

 
○
さ
て
す
わ
う
お
と
す
を
、
し
う
見
付
て
煮
て
か
く
し
、
是
で
き
げ
ん
を
よ
う

 
 
し
た
と
云
て
よ
ろ
こ
ぶ
、
さ
て
太
郎
一
る
な
り
、
し
う
こ
ま
ひ
ま
へ
な
ど
い

 
 
ひ
て
所
望
す
れ
共
き
か
ず
尋
ぬ
る
、
し
う
ま
ふ
て
見
せ
う
と
云
て
ま
ひ
な
ど

 
 
す
る
、
太
郎
は
ら
を
た
て
〉
し
う
尋
る
は
是
か
と
云
て
見
す
る
時
、
太
郎
中
々

 
 
是
で
ご
ざ
る
と
い
ふ
て
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

 
○
…
其
内
に
す
わ
う
を
を
と
す
、
シ
ヵ
く
、
主
み
つ
け
て
、
ひ
ろ
う
て
う
れ
し

 
 
が
る
、
「
是
を
も
ら
う
て
う
せ
て
、
う
れ
し
が
っ
た
」
と
云
て
、
主
よ
ろ
こ

 
 
ぶ
、
…
「
こ
ち
や
、
あ
そ
こ
で
物
を
ひ
ろ
う
た
」
と
云
、
「
な
に
を
」
と
云
、

 
 
「
是
を
」
と
云
て
、
み
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
た
だ
し
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
素

抱
落
」
と
「
鈍
根
草
」
と
で
は
、
主
人
と
太
郎
冠
者
の
役
割
が
、
ち
ょ
う
ど
逆
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
素
心
落
」
で
は
、
主
人
が
冠
者
の
落
と
し

た
物
（
主
砲
）
を
隠
し
て
か
ら
か
う
が
、
「
鈍
根
草
」
で
は
、
冠
者
が
主
人
の
忘
れ

物
（
太
刀
）
を
隠
し
て
か
ら
か
う
の
で
あ
る
。

 
か
ら
か
う
主
体
が
冠
者
か
ら
主
人
に
変
化
し
て
い
る
分
、
「
馬
宿
落
」
の
構
想
に

は
変
形
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
さ
ら
に
ま
た
、
冠
者
の
落
と
し
た

素
掘
を
主
人
が
拾
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
曲
に
は
な
い
逆
転
が
生
じ
る
。
そ
れ

ま
で
機
嫌
の
良
か
っ
た
冠
者
が
不
機
嫌
と
な
り
、
不
機
嫌
で
あ
っ
た
主
人
が
機
嫌

を
直
す
こ
と
に
な
る
）
。

 
「
素
抱
落
」
後
半
の
場
面
は
、
こ
の
「
鈍
根
草
」
の
後
半
の
展
開
を
ふ
ま
え
て

い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
「
鞍
馬
参
」
と
「
素
抱
落
」

の
間
に
、
「
鈍
根
草
」
の
よ
う
な
曲
の
影
響
が
介
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
曲
の
形
成
の
道
筋
が
よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
鞍
馬
参
」
「
鈍
根
草
」
「
素
抱
落
」
と
い
う
三
曲
の
基
本

構
想
を
図
式
的
に
記
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
【
】
内
は
そ
の
人
物
が
占

有
し
て
い
る
（
取
り
隠
し
て
い
る
）
物
を
示
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
か
う

 
○
「
鞍
馬
参
」

○
「
鈍
根
草
」

○
「
素
抱
落
」

主
人
一
冠
者
【
福
あ
り
の
実
（
多
聞
天
か
ら
の
授
か
り
物
）
】

「
ζ

 
 
か
ら
か
う

主
人
一
冠
者
【
太
刀
（
主
人
の
忘
れ
物
）
】

「
乞
う

 
 
か
ら
か
う

冠
者
↑
一
主
人
【
素
抱
（
冠
者
の
落
と
し
物
門
伯
父
か
ら
与
、
凡
ら
れ
た
惣
】

「
⊥
忌

右
の
通
り
三
曲
の
構
想
を
図
式
化
し
て
み
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
太
郎
冠
者
（
ま

た
は
主
人
）
が
手
に
入
れ
た
（
も
し
く
は
隠
し
て
い
る
）
物
を
主
人
（
ま
た
は
冠

者
）
が
乞
う
と
い
う
筋
を
も
つ
狂
言
の
系
列
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
こ
う
し
た
系
列
の
基
本
形
と
し
て
は
、
冠
者
の
所
有
物
を
主
人
が
乞
い
取
ろ
う

と
す
る
の
を
冠
者
が
か
ら
か
う
と
い
う
「
鞍
馬
参
」
の
よ
う
な
曲
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
ら
し
い
「
鈍
根
草
」
に
お
い
て
は
、
主
人
の

落
と
し
た
物
を
冠
者
が
拾
っ
て
隠
し
、
主
人
を
か
ら
か
う
と
い
っ
た
筋
に
展
開
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
主
人
と
冠
者
の
役
割
を
入
れ
替
え
る
か
た
ち
で
、
「
素
抱

落
」
の
よ
う
な
筋
が
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
系
列
の
さ
ら
な
る

原
拠
に
は
、
『
八
幡
宮
巡
拝
記
』
他
に
収
め
る
「
福
渡
し
説
話
」
が
あ
り
、
「
素
掘

落
」
と
い
う
曲
を
そ
の
狂
言
的
展
開
の
一
端
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
右
の
よ
う
な
流
れ
を
想
定
す
れ
ば
、
「
素
抱
落
」
に
お
い
て
は
、
主
従
の
間
で
取
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狂言「素抱落」考

り
合
う
物
が
、
「
福
あ
り
の
実
」
の
よ
う
な
福
（
宝
）
か
ら
、
刀
を
経
て
、
素
抱
と

い
う
芸
能
者
に
と
っ
て
も
身
近
な
衣
服
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
の
素
噺
を
伯
父
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
い
う
趣
向
は
、
「
素
抱
引
き
」
や
「
素
面

脱
ぎ
」
の
習
俗
と
関
わ
り
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
杉
森
美
代
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘

 
 
 
 
（
1
0
）

さ
れ
て
い
る
。
「
素
抱
脱
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
『
大
内
問
答
』
『
宗
五
大
草
紙
』
な
ど

の
武
家
故
実
書
に
も
記
述
が
あ
り
、
室
町
期
か
ら
足
利
将
軍
家
で
の
演
能
の
際
に

行
な
わ
れ
て
い
た
作
法
（
習
俗
）
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
伯
父
か
ら
介
抱
を
貰
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
か
つ

冠
者
の
喜
び
に
は
、
被
け
物
と
し
て
素
抱
を
賜
っ
た
芸
能
者
の
喜
び
が
反
映
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
伯
父
の
登
場
と
主
人
の
性
格

 
本
曲
は
、
冠
者
が
主
人
の
伯
父
の
所
へ
使
い
に
行
く
と
い
う
発
端
を
も
つ
。
こ

の
こ
と
も
本
曲
の
構
想
上
の
特
色
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
主
従
狂
言
の
中
で
主
人

の
伯
父
が
登
場
す
る
の
は
、
現
行
曲
で
は
本
曲
以
外
に
「
止
動
方
角
」
「
木
六
法
」

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
本
曲
と
同
様
の
発
端
を
も
つ
の
が
「
止

動
方
角
」
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、
江
戸
初
期
の
諸
流
台
本
に
あ
り
、
虎
明
本
・
天

理
本
よ
り
古
い
狂
言
の
姿
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
古
本
に
も
存
す
る
。
永
禄
七
年
の

石
橋
勧
進
能
で
演
じ
ら
れ
た
「
馬
乗
」
は
こ
の
「
早
薬
方
角
」
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。 

「
止
動
方
角
」
に
登
場
す
る
物
わ
か
り
の
良
い
伯
父
の
性
格
に
は
、
本
曲
と
の

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
冠
者
が
主
人
の
命
で
伯
父
の
も
と
へ
使
い

に
行
く
↓
伯
父
か
ら
物
を
与
え
ら
れ
る
↓
そ
の
後
道
で
主
人
と
出
会
う
、
と
い
っ

た
展
開
を
見
て
も
、
こ
の
両
曲
の
あ
い
だ
に
は
関
連
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
少
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）

く
と
も
、
物
を
く
れ
る
伯
父
が
登
場
す
る
と
い
う
設
定
に
関
し
て
は
、
「
止
動
方
角
」

の
よ
う
な
曲
を
も
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

 
一
方
、
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
流
で
は
、
特
に
、
こ
う
し
た
気
前
の
良
い
伯
父

と
対
比
的
な
性
格
が
主
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
は
、
供
に
行

く
こ
と
を
伯
父
に
は
隠
せ
と
冠
者
に
言
う
が
、
そ
の
理
由
は
、
「
あ
の
伯
父
御
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な
む
け

気
の
付
た
人
じ
ゃ
に
依
て
、
そ
ち
が
供
に
行
く
と
聞
れ
た
成
ら
ば
、
定
め
て
睡
を

被
成
う
。
さ
う
有
れ
ば
下
向
の
時
分
、
あ
の
方
の
内
の
者
へ
、
銘
々
に
土
産
を
遣

ら
ね
ば
成
ら
ぬ
」
（
虎
手
本
）
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
人

は
、
甚
だ
「
し
わ
い
（
け
ち
な
）
」
性
格
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
「
し
わ
い
」
主
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
せ
り
ふ
は
、
元
禄
十
三
年
刊

の
続
狂
言
記
に
早
く
見
え
て
お
り
、
大
蔵
流
と
し
て
は
、
江
戸
中
期
頃
の
八
右
衛

門
派
台
本
で
あ
る
伊
藤
源
之
丞
本
に
初
め
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

 
○
主
「
い
や
、
そ
ち
な
ら
で
連
れ
る
者
も
な
い
、
去
な
が
ら
供
を
す
る
と
言
ふ
た

 
ら
、
饒
な
ど
な
さ
る
〉
こ
と
が
あ
れ
ば
跡
が
む
つ
か
し
ひ
程
に
、
「
知
れ
ぬ
」

 
と
申
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
狂
言
記
）

○
…
身
共
の
頼
ふ
だ
人
皇
し
は
い
人
は
有
ま
い
、
饒
が
あ
れ
ば
跡
が
む
つ
か
し

 
ひ
と
言
は
る
＼
、
し
は
い
人
じ
ゃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
）

○
主
「
干
て
汝
が
行
と
い
ハ
ゴ
、
饒
別
を
被
レ
成
る
で
思
う
。
そ
う
あ
れ
ば
、
又
あ

 
 
の
方
の
も
の
へ
も
せ
ね
バ
成
ぬ
。
六
ケ
敷
に
依
て
隠
せ
と
色
事
じ
ゃ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
伊
藤
源
之
丞
本
）

 
○
シ
テ
「
誠
に
、
頼
だ
人
は
し
わ
ひ
人
で
ハ
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
）

続
狂
言
記
と
大
蔵
八
右
衛
門
派
台
本
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
現

象
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
（
伯
父
と
対
比
的
な
）
「
し
わ
い
」
主
人
の
造
型
が
、
大
蔵
流
で
は

現
行
台
本
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
和
泉
流
（
鷺
流
も
）
に

お
い
て
は
、
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
流
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
主
人
と
伯
父
の
性
格

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

上
の
対
比
は
、
古
来
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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四
、
飲
酒
の
場
面

 
「
素
抱
囲
」
は
、
太
郎
冠
者
が
酒
を
飲
む
場
面
に
も
特
色
を
も
つ
。
こ
れ
は
常

の
酒
盛
り
と
は
異
な
り
、
冠
者
一
人
が
盃
を
重
ね
る
か
た
ち
で
、
伯
父
は
飲
ま
な

い
（
大
蔵
流
で
は
虎
寛
本
以
降
、
下
戸
と
い
う
設
定
。
天
理
本
で
は
伯
父
も
飲

む
）
。
ま
た
、
全
く
歌
舞
を
伴
わ
ず
、
酔
態
の
み
を
見
せ
る
飲
酒
の
場
面
と
し
て

も
、
比
較
的
珍
し
い
。
通
常
の
酒
盛
り
の
場
面
は
、
酔
態
よ
り
も
そ
こ
で
演
じ
ら

れ
る
歌
舞
が
主
眼
な
の
で
あ
り
、
狂
言
に
お
け
る
酒
盛
り
の
設
定
は
、
本
来
そ
う

し
た
歌
舞
を
見
せ
る
（
誘
い
出
す
）
た
め
と
も
い
え
よ
う
。

 
主
従
狂
言
に
限
っ
て
見
て
も
、
「
棒
心
」
「
樋
の
酒
」
「
木
六
駄
」
等
の
曲
で
は
、

酒
盛
り
は
、
歌
舞
や
酒
を
飲
む
冠
者
た
ち
の
機
知
に
富
ん
だ
工
夫
を
見
せ
る
場
と

な
っ
て
い
る
。
「
寝
音
曲
」
で
は
、
冠
者
に
謡
を
謡
わ
せ
る
た
め
に
酒
を
飲
ま
せ
る

の
で
、
歌
舞
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
主
人
の
膝
枕
で
謡
を
謡
っ
た
り
、

舞
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
歌
舞
を
誘
い
出
す
た
め
の
飲
酒
と
い
う
設

定
で
あ
る
。

 
本
曲
の
よ
う
な
歌
舞
を
伴
わ
な
い
飲
酒
の
場
面
は
、
主
従
狂
言
の
中
で
は
、
他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

に
「
抜
殻
」
に
も
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
抜
殻
」
は
天
正
狂
言
本
に
も
記
載

の
あ
る
古
曲
で
あ
る
。

 
天
理
本
の
注
記
（
異
演
出
）
や
和
泉
家
古
本
で
は
、
冠
者
が
伯
父
の
家
を
い
っ

た
ん
辞
し
て
か
ら
、
酒
を
飲
み
た
さ
に
立
ち
戻
る
く
だ
り
が
あ
り
（
現
行
は
な

し
）
、
こ
こ
に
は
「
抜
殻
」
と
の
関
連
が
明
白
に
見
て
取
れ
る
。
「
抜
殻
」
に
も
冠

者
が
酒
を
飲
み
た
さ
に
主
人
の
も
と
に
立
ち
戻
る
同
様
の
場
面
が
江
戸
初
期
以
降

の
諸
流
台
本
に
あ
る
の
で
あ
る
。
和
泉
家
古
本
「
抜
殻
」
で
は
、
酒
を
飲
む
場
面

に
「
ス
ワ
フ
落
ナ
ト
ノ
心
・
此
類
同
シ
」
と
あ
り
、
飲
酒
の
段
取
り
が
「
素
抱
落
」

と
同
じ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
蔵
三
明
本
で
も
、

 
 
さ
け
を
の
ま
す
る
、
ぬ
け
が
ら
な
ど
の
や
う
に
し
て
、
は
な
む
け
に
す
わ
う

 
 
や
る

と
あ
り
、
鷺
流
・
寛
政
有
江
本
の
演
出
注
記
で
も
、
当
該
場
面
で
「
（
ヌ
）
ケ
カ
ラ

同
前
ナ
リ
」
と
し
て
、
「
抜
殻
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

 
本
曲
で
の
特
異
な
飲
酒
の
場
面
の
設
定
に
は
、
「
抜
殻
」
の
当
該
場
面
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
「
抜
殻
」
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
冠
者
が
酔
い
伏
す

と
い
う
状
況
を
誘
い
出
す
た
め
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
酒
を
ね
だ
る
段
取
り
は
類

似
す
る
も
の
の
、
特
に
、
本
曲
の
よ
う
に
、
冠
者
の
酔
態
を
丁
寧
に
描
く
と
い
う

こ
と
は
し
な
い
。

 
「
素
零
落
」
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
以
降
、
こ
の
飲
酒
の
場
面
で
の
せ
り
ふ

や
演
技
の
工
夫
・
充
実
が
な
さ
れ
、
一
つ
の
見
せ
場
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
酔
っ
た
冠
者
は
伯
父
の
一
家
へ
の
土
産
の
品
々
を
並
べ
立
て
た
り
す
る

が
、
後
で
ま
た
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
つ
つ
取
り
違
え
た
り
す
る
。
こ
の
土
産
物

を
言
い
違
え
る
趣
向
は
、
現
存
す
る
台
本
で
は
、
続
狂
言
記
に
初
め
て
見
え
、
江

戸
中
期
の
大
蔵
八
右
衛
門
派
台
本
で
あ
る
伊
藤
源
之
丞
本
に
も
そ
れ
に
次
い
で
見

え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
効
果
的
な
せ
り
ふ
が
狂
言
記
系
諸
本
に
早
く
見
出

さ
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

 
○
太
「
私
の
こ
と
で
ご
ざ
る
程
に
、
こ
な
た
へ
は
め
で
た
ふ
御
祓
、
上
様
へ
は
物

 
 
指
、
わ
こ
様
へ
は
悦
ば
せ
ら
る
〉
様
に
笙
の
笛
、
是
斗
で
ご
ざ
る
…
…
太
「
私

 
 
の
こ
と
で
ご
ざ
る
に
依
て
、
何
も
ご
ざ
ら
ぬ
、
先
上
様
へ
は
祝
ふ
て
御
祓
、

 
 
わ
こ
様
へ
は
悦
ば
せ
ら
る
〉
様
に
物
指
、
こ
な
た
へ
は
し
ほ
ら
し
う
笙
の
笛

 
 
を
進
ぜ
ま
せ
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
狂
言
記
）

 
○
シ
テ
「
先
、
此
方
ヘ
ハ
目
出
度
御
祓
を
進
ま
せ
う
。
奥
殿
へ
は
白
粉
、
わ
こ
様

 
 
ヘ
ハ
お
き
や
が
り
こ
ぶ
し
を
進
ま
せ
う
。
…
…
シ
テ
「
…
先
、
此
方
ヘ
ハ
お
し

 
 
ろ
い
、
奥
様
え
は
お
き
や
が
り
こ
ぶ
し
、
わ
こ
様
へ
は
御
祓
を
進
ま
せ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
伊
藤
源
之
丞
本
）

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
取
り
違
え
ば
、
酔
態
の
表
現
と
し
て
な
か
な
か
秀
逸
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
細
部
の
趣
向
に
富
ん
だ
せ
り
ふ
は
江
戸
初
期
諸
流
台
本
で
は
ま
だ

一6一



狂言「素抱落」考

定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
飲
酒
の
場
面
も
ま
た
、
近
世
を
通
じ
て
現
行
の
か

た
ち
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
場
面
は
、
太
郎
冠
者

と
い
う
人
物
の
無
邪
気
で
酒
好
き
な
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
鷺
流
の
演
出

 
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
鷺
流
「
素
抱
落
」

の
演
出
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
鷺
流
に
は
、
冠
者
が
、
伯
父
の
家
か
ら
の
帰
り
道
で
、
貰
っ
た
素
抱
を
拡
げ
て

着
て
み
る
と
い
う
演
出
が
あ
っ
た
。
こ
の
演
出
は
、
安
永
森
本
・
杭
全
本
・
安
政

賢
通
本
・
賢
聖
五
番
綴
本
・
遺
形
書
、
宝
暦
血
潮
川
本
・
長
府
伝
承
本
（
浜
田
本
）

と
い
っ
た
管
見
の
限
り
の
鷺
流
台
本
（
型
付
）
に
す
べ
て
見
出
さ
れ
、
仁
右
衛
門

派
・
伝
右
衛
門
派
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
面
を
描
い
た

絵
画
資
料
も
存
す
る
（
国
立
能
楽
堂
蔵
「
能
狂
言
画
帖
」
）
の
で
あ
り
、
鷺
流
の
特

徴
あ
る
演
出
と
し
て
印
象
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

 
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
素
抱
を
拡
げ
て
し
ま
う
と
再
び
畳
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。
後
で
主
人
の
目
か
ら
隠
す
た
め
に
是
非
と
も
必
要
な
手
順
で
あ
る
。
仁
右
衛

門
派
の
型
付
で
あ
る
遺
形
書
に
「
素
抱
ヌ
グ
 
立
テ
居
テ
ス
ヲ
ウ
目
下
ニ
ヲ
キ
ヨ

ロ
ケ
乍
タ
・
ム
」
と
あ
る
が
、
手
際
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
下
手
を
す
る
と
、

そ
の
後
も
携
え
て
い
る
素
抱
が
拡
が
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

小
技
を
利
か
し
つ
つ
一
方
で
細
か
い
と
こ
ろ
に
頓
着
し
な
い
演
出
に
も
、
鷺
流
と

い
う
流
儀
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
鷺
流
で
は
、
ま
た
主
人
と
出
会
っ
た
際
に
、
小
舞
「
暁
の
明
星
」
を
舞
い
、
舞

の
終
り
に
素
望
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
仁
右
衛
門
・
伝
右
衛
門

両
派
に
あ
っ
た
演
出
で
あ
る
。
他
流
（
現
行
）
で
は
、
「
小
原
木
」
の
小
謡
を
謡
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

う
ち
に
落
と
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
本
格
的
な
小
舞
】
番
を
舞
う
こ
と
は
な
い
（
こ

の
「
小
原
木
」
を
謡
う
と
と
も
に
重
星
を
落
と
す
演
出
は
、
続
狂
言
記
に
見
え
る

の
が
早
い
例
）
。

 
こ
こ
も
鷺
流
の
演
出
は
、
他
流
と
比
較
し
て
か
な
り
派
手
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

享
保
保
教
本
「
小
舞
」
所
収
「
暁
の
明
星
」
の
注
記
に
、
「
素
襖
落
二
野
モ
仕
舞
ハ

同
前
 
酒
二
酔
タ
ル
心
持
ス
ル
替
り
事
也
、
扇
ニ
チ
モ
又
手
ニ
テ
モ
ス
ル
、
手
モ

チ
カ
ラ
モ
ノ
時
落
ス
」
と
あ
る
。
鷺
流
で
は
、
享
保
保
教
本
が
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
享
保
九
年
以
前
か
ら
、
本
曲
の
中
で
舞
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
飲

酒
の
場
面
に
歌
舞
を
伴
わ
な
い
の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
こ
こ
に
劇
中
芸
を
挿
入
し

よ
う
と
し
た
も
の
か
。

 
ま
た
、
主
人
も
素
抱
を
拾
っ
た
後
で
、
「
宇
治
の
晒
」
も
し
く
は
「
芦
刈
」
（
伝

右
衛
門
派
の
場
合
、
こ
の
二
曲
と
も
に
舞
う
）
を
舞
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
間
冠
者
が
シ
テ
柱
に
寄
り
か
か
り
手
拍
子
で
嗜
す
と
い
う
演
出
が
あ
っ
た
。

 
○
太
郎
シ
テ
柱
ニ
ョ
リ
カ
・
リ
手
拍
子
 
 
 
 
 
 
 
 
（
寛
政
有
江
本
）

 
○
シ
テ
主
ノ
小
舞
ノ
内
心
シ
テ
柱
ヘ
ヨ
リ
カ
・
リ
ヤ
ハ
ト
手
ヲ
打
 
小
舞
舞
シ

 
 
マ
フ
ト
ア
・
ア
・
ト
云
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
遺
財
書
）

こ
の
演
出
は
、
杭
全
本
・
賢
茂
五
番
綴
本
・
長
府
伝
承
本
（
浜
田
本
）
に
も
明
記

さ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
鷺
流
は
、
仁
右
衛
門
派
・
伝
右
衛
門
派
と
も
に
、
参
宮
を
（
明
日

で
は
な
く
）
今
日
只
今
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
（
和
泉
流
も
和
泉

家
古
本
以
降
そ
う
な
る
）
。
右
に
紹
介
し
た
、
冠
者
が
伯
父
に
貰
っ
た
素
抱
を
早
速

拡
げ
て
着
て
み
る
と
い
う
特
異
な
演
出
は
、
そ
う
し
た
せ
わ
し
い
設
定
と
関
連
す

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
ま
た
、
伯
父
の
も
と
か
ら
戻
る
冠
者
を
迎
え
た
主
人
は
、
そ
の
ま
ま
彼
を
連
れ

て
伊
勢
参
宮
の
道
中
に
赴
く
わ
け
で
あ
り
、
冠
者
や
主
人
に
よ
る
に
ぎ
や
か
な
歌

舞
も
そ
の
道
中
で
の
こ
と
と
な
る
。
宝
暦
名
女
川
本
に
は
「
神
参
り
も
一
つ
は
遊

山
で
御
座
る
」
と
い
う
冠
者
の
せ
り
ふ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
近
世
的

な
、
遊
山
と
し
て
の
参
宮
の
気
分
を
反
映
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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さ
ら
に
、
先
に
、
伯
父
の
造
型
に
お
い
て
「
止
動
方
角
」
と
の
関
連
を
考
え
た

が
、
こ
う
し
た
鷺
流
の
設
定
は
、
主
人
が
使
い
に
行
っ
た
冠
者
を
道
で
待
っ
て
お

り
、
す
ぐ
に
茶
競
べ
に
出
か
け
る
と
い
う
「
止
動
方
角
」
の
設
定
に
近
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

 
「
素
古
昔
」
は
、
主
従
狂
言
の
様
々
な
既
存
の
曲
の
影
響
・
関
連
の
も
と
に
形

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
骨
格
を
な
す
筋
に
お
い
て
は
、
「
福
渡
し
説
話
」

を
原
拠
と
す
る
「
鞍
馬
参
」
の
影
響
下
に
あ
る
ら
し
い
「
鈍
根
草
」
と
後
半
の
展

開
が
類
似
す
る
こ
と
、
主
人
の
方
が
冠
者
を
か
ら
か
う
と
い
う
設
定
は
、
「
鞍
馬
参
」

「
鈍
根
草
」
の
冠
者
が
主
人
を
か
ら
か
う
パ
タ
ー
ン
の
変
形
（
役
割
の
入
れ
替
え
）

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
伯
父
の
登
場
と
そ
の
役
割
に
お
い
て
「
言
動
方
角
」
の
よ

う
な
曲
と
関
連
を
有
す
る
こ
と
、
歌
舞
を
伴
わ
な
い
特
異
な
飲
酒
の
場
面
は
「
抜

殻
」
と
も
関
連
す
る
ら
し
い
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

 
本
曲
の
近
世
以
降
の
展
開
に
お
け
る
目
立
っ
た
工
夫
は
、
伯
父
と
対
比
的
な
主

人
の
性
格
設
定
と
飲
酒
の
場
面
の
演
技
的
な
充
実
で
あ
っ
た
。
互
い
の
造
作
を
避

け
る
た
め
に
、
冠
者
の
同
行
を
伯
父
に
は
隠
せ
と
言
う
「
し
わ
い
」
主
人
の
設
定

は
、
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
流
に
見
出
さ
れ
、
冠
者
の
酔
態
を
示
す
に
効
果
的
な

土
産
の
取
り
違
え
の
せ
り
ふ
も
い
ち
早
く
大
蔵
流
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
し
、
同
様
の
工
夫
は
、
い
ず
れ
も
続
狂
言
記
に
早
く
見
出
さ
れ
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。

 
こ
の
狂
言
は
、
伊
勢
参
宮
へ
の
旅
立
ち
と
い
う
設
定
を
も
つ
ゆ
え
、
他
意
に
は

な
い
祝
言
的
な
気
分
を
全
体
に
漂
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
に
本
曲
と
の
共
通

性
を
指
摘
し
た
「
鞍
馬
参
」
や
「
鈍
根
草
」
に
は
、
い
ず
れ
も
鞍
馬
寺
へ
の
参
詣

と
そ
こ
で
の
参
籠
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
。
本
曲
は
、
そ
う
し
た
参
詣
や
参
籠

の
場
は
設
定
せ
ず
に
、
伊
勢
参
宮
へ
の
門
出
（
め
で
た
い
「
鹿
島
立
ち
」
）
と
い
う

あ
ら
た
な
状
況
を
設
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

 
そ
う
し
た
設
定
の
中
で
、
太
郎
冠
者
の
参
宮
の
供
に
行
く
喜
び
、
伯
父
か
ら
酒

を
振
る
舞
わ
れ
る
喜
び
、
さ
ら
に
素
抱
を
与
え
ら
れ
て
の
喜
び
が
描
か
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
冠
者
に
と
っ
て
の
喜
び
の
積
み
重
ね
も
本
曲
の
も
う
一
つ
の
基
調
を
な

し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
機
嫌
の
よ
い
太
郎
冠
者
が
描
か
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
、
伊
勢
へ

の
旅
立
ち
と
い
う
非
日
常
の
時
間
が
あ
る
。
ハ
レ
の
日
を
控
え
て
と
い
う
設
定
は
、

祭
の
稽
古
を
す
る
「
園
罪
人
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
本
曲
の
場
合
は
、
伊
勢

へ
の
出
発
が
明
日
（
現
行
和
泉
流
・
鷺
流
で
は
今
日
）
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
浮

き
浮
き
と
し
た
気
分
が
こ
と
さ
ら
際
立
つ
。
と
り
わ
け
鷺
流
の
に
ぎ
や
か
な
演
出

は
そ
う
し
た
気
分
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
後
半
は
、
い
っ
と
き
主
人
に
冠
者
が
翻
弄
さ
れ
る
か
た
ち
に
は
な
る
が
、
そ
れ

も
「
抜
殻
」
の
よ
う
な
深
刻
な
状
況
で
は
な
く
、
微
笑
ま
し
く
も
あ
る
。
こ
う
し

た
雰
囲
気
は
、
も
は
や
近
世
狂
言
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
、

「
素
抱
落
」
と
い
う
曲
は
、
既
存
の
曲
の
パ
タ
ー
ン
を
吸
収
し
つ
つ
、
主
従
狂
言

の
中
に
あ
ら
た
な
空
気
を
送
り
込
ん
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
（
北
川
忠
彦
氏
・
安
田
章
氏
校
注
、
小
学

 
 
館
、
昭
4
7
）
「
素
抱
落
」
解
説
。

（
2
）
『
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
「
素
抱
落
」
（
松
岡
心
平
氏
執
筆
）
。

（
3
）
以
下
に
引
用
す
る
狂
言
台
本
は
、
読
解
の
便
宜
上
、
漢
字
を
当
て
る
な
ど
表

 
 
記
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。

（
4
）
冠
者
が
伯
父
か
ら
饒
を
貰
う
と
、
伯
父
の
方
へ
こ
ち
ら
か
ら
も
土
産
を
買
わ

 
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
主
人
の
性
格
設
定
に
関
わ
る
せ

 
 
り
ふ
で
も
あ
る
（
後
述
）
。

一8一



狂言「素抱落」考

（
5
）
田
口
和
夫
氏
「
〈
柑
子
〉
と
く
鞍
馬
参
〉
一
『
八
幡
宮
童
謡
』
の
こ
と
一
」
（
『
能

 
 
楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
9
・
1
0
）
。

（
6
）
佐
竹
昭
広
氏
『
民
話
の
思
想
』
（
平
凡
社
、
昭
4
8
）
H
1
1
「
因
果
屋
の
こ

 
 
と
」
。
『
八
幡
宮
巡
拝
記
』
の
当
該
説
話
を
狂
言
「
鞍
馬
参
」
（
狂
言
記
で
は
「
福

 
 
渡
」
）
に
因
ん
で
「
福
渡
し
説
話
」
と
称
さ
れ
た
の
は
佐
竹
氏
が
最
初
で
あ

 
 
る
。
参
考
と
し
て
、
そ
の
説
話
を
京
都
大
学
蔵
本
（
京
都
大
学
国
語
国
文
資

 
 
料
叢
書
『
八
幡
宮
巡
拝
記
 
京
都
大
学
蔵
』
臨
川
書
店
、
昭
5
5
所
収
）
に
よ

 
 
り
、
左
に
引
い
て
お
く
。

 
 
 
近
キ
事
力
鳥
羽
ヨ
リ
友
ナ
ヒ
テ
月
参
ス
ル
者
有
り
 
一
人
ハ
男
一
人
社
倉

 
 
 
道
也
 
或
時
嫁
入
道
三
ツ
ナ
リ
ノ
橘
ヲ
給
ヌ
 
男
ノ
云
 
然
ヘ
キ
事
ニ
テ

 
 
 
コ
ソ
年
比
入
道
殿
ト
友
ナ
ヒ
テ
参
ツ
ラ
メ
人
命
一
ヲ
ハ
某
ニ
タ
ヘ
ト
乞
ケ

 
 
 
リ
 
入
道
ノ
申
ケ
ル
 
事
く
ヲ
ハ
何
事
モ
承
ル
ヘ
シ
橘
ニ
ヲ
キ
テ
ハ
叶

 
 
 
マ
シ
ト
テ
紙
ニ
ツ
こ
・
こ
ア
夏
蝉
入
ヌ
 
下
向
ス
ル
道
ニ
テ
様
々
二
乞
ケ
レ

 
 
 
ト
モ
叶
ス
 
男
イ
カ
・
セ
マ
シ
ト
思
煩
テ
道
ニ
テ
暫
ク
休
給
ヘ
ト
テ
人
ノ

 
 
 
家
二
立
入
テ
酒
ヲ
取
テ
ノ
マ
セ
ケ
リ
 
入
道
酒
ニ
ハ
酔
ト
イ
エ
ト
モ
橘
ヲ

 
 
 
ハ
猶
惜
ケ
リ
 
三
章
世
二
色
モ
ナ
キ
入
道
殿
カ
ナ
誠
ニ
ハ
タ
マ
ハ
ス
ト

 
 
 
モ
責
メ
テ
詞
也
ト
モ
タ
フ
ト
ノ
給
ト
申
ケ
レ
ハ
入
道
申
ケ
ル
ハ
ソ
レ
ハ
ヤ

 
 
 
ス
キ
事
ト
テ
橘
ヲ
マ
イ
ラ
ス
ル
ソ
ト
申
ケ
リ
 
其
時
男
湯
テ
直
垂
ノ
袖
二

 
 
 
請
取
ヤ
ウ
ニ
持
テ
ケ
リ
 
其
後
男
ハ
次
第
二
栄
ケ
リ
 
入
道
ハ
モ
ト
ノ
コ

 
 
 
ト
シ

（
7
）
こ
れ
も
京
都
大
学
蔵
『
八
幡
宮
巡
筆
記
』
上
に
よ
り
以
下
に
引
用
し
て
お
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
 
 
又
ピ
コ
ノ
山
ニ
テ
宝
蓮
和
尚
千
日
篭
リ
始
タ
マ
ヒ
シ
ニ
一
二
人
ノ
半
畳
テ
和

 
 
 
尚
二
給
仕
ヲ
ナ
ス
 
千
日
満
ス
ル
時
青
キ
龍
珠
ヲ
フ
ク
ミ
テ
和
尚
二
与
フ

 
 
 
サ
テ
其
所
ヲ
玉
屋
ト
云
フ
ナ
リ
 
翁
ノ
云
 
千
日
ノ
給
仕
ノ
功
ア
リ
其
珠

 
 
 
ヲ
給
フ
ヘ
シ
ト
云
 
和
尚
是
ヲ
ユ
ル
サ
ス
 
若
此
玉
ヲ
乞
ヘ
ク
ハ
給
仕
ヲ

ハ
受
マ
シ
ト
イ
ウ
 
翁
ノ
云
 
実
ニ
ハ
得
ス
ト
モ
詞
ニ
タ
フ
ト
仰
ラ
レ
ヨ

ト
申
ケ
レ
ハ
和
尚
安
キ
事
ナ
リ
ト
テ
タ
フ
ト
ノ
タ
マ
フ
 
翁
面
テ
立
ニ
ケ

 
 
 
リ
 
其
衣
ノ
袖
引
包
タ
ル
玉
ウ
セ
ニ
ケ
リ
 
翁
珠
ヲ
取
得
テ
ニ
ケ
・
ル
ヲ

 
 
 
和
尚
定
二
入
テ
火
界
呪
ヲ
満
テ
・
ニ
ケ
・
ル
サ
キ
ヲ
ヤ
キ
・
ル
 
ヤ
ケ
山

 
 
 
ト
名
付
テ
今
二
至
マ
テ
ア
ト
タ
エ
ス
 
自
力
不
及
シ
テ
和
尚
二
申
ヤ
ウ
我

 
 
 
百
王
守
護
ノ
誓
有
リ
テ
神
ト
ア
ラ
バ
レ
ン
ト
思
フ
ナ
リ
マ
ケ
テ
此
玉
ヲ
タ

 
 
 
マ
フ
ヘ
シ
 
則
宇
佐
ノ
宮
ヨ
リ
三
里
坤
軸
テ
石
ア
リ
 
和
尚
翁
ト
此
石
ノ

 
 
 
上
ニ
テ
相
議
シ
テ
玉
ヲ
得
シ
所
ナ
リ

 
 
注
（
6
）
に
引
い
た
「
福
渡
し
説
話
」
の
傍
線
部
に
対
応
す
る
箇
所
を
同
じ

 
 
く
傍
線
で
示
し
た
。

（
8
）
注
（
6
）
の
佐
竹
氏
著
書
。

（
9
）
「
鈍
根
草
」
の
語
り
に
引
く
糊
着
葉
特
説
話
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
小
名
狂

 
 
言
に
お
け
る
〈
と
り
な
し
〉
の
方
法
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
昭
6
1
・
1
2
）
で

 
 
考
察
し
た
。

（
1
0
）
杉
森
美
代
子
氏
『
狂
言
研
究
-
考
察
と
鑑
賞
1
』
（
桜
公
社
、
昭
4
4
）
。

（
1
1
）
天
正
狂
言
本
に
記
載
さ
れ
た
主
従
狂
言
の
う
ち
、
伯
父
が
登
場
す
る
曲
に
「
浜

 
 
千
鳥
」
（
江
戸
初
期
以
降
は
「
千
鳥
」
）
が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
酒
屋
が
伯

 
 
父
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
物
を
冠
者
に
与
え
る
」
役
割
が
「
揺
動
方
角
」

 
 
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
2
）
和
泉
流
で
は
、
江
戸
末
期
の
古
典
文
庫
本
の
段
階
で
も
、
主
人
は
、
冠
者
の

 
 
供
に
行
く
こ
と
を
隠
せ
と
は
言
わ
な
い
。
三
宅
派
の
狂
言
集
成
本
で
は
、
供

 
 
に
つ
い
て
は
「
ま
だ
知
れ
ぬ
と
言
へ
」
と
言
う
が
、
そ
の
理
由
は
述
べ
な
い
。

 
 
後
で
冠
者
は
伯
父
の
前
で
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
「
富
士
松
」
に
も
歌
舞
を
伴
わ
な
い
酒
盛
り
が
あ
り
（
天
正
狂
言
本
で
は
酒

 
 
盛
り
ば
な
し
）
、
冠
者
の
所
有
物
を
主
人
が
乞
う
と
い
う
発
端
の
設
定
も
近
似

 
 
す
る
が
、
こ
の
曲
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
俳
譜
連
歌
の
付
合
が
主
眼
と
な

 
 
る
。

（
1
4
）
虎
春
本
は
、
小
舞
を
舞
う
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
曲
か
は
不
明
。
「
わ
き
む

 
 
ひ
て
こ
の
き
げ
ん
は
こ
れ
が
さ
す
る
と
云
て
よ
ろ
こ
び
て
、
さ
て
す
わ
う
お
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と
す
」
と
あ
り
、
小
舞
が
必
ず
し
も
素
抱
を
落
と
す
き
っ
か
け
に
は
な
っ
て

 
 
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
天
理
本
は
、
小
歌
を
謡
い
、
「
そ
ろ
く
よ
ひ
さ
め

 
 
て
、
其
内
に
す
わ
う
を
を
と
す
」
と
あ
る
が
、
小
歌
が
何
か
は
明
記
さ
れ
な

 
 
い
。
和
泉
家
古
本
で
は
、
冠
者
が
伯
父
の
家
を
辞
し
て
か
ら
主
人
に
会
う
ま

 
 
で
の
間
に
「
あ
の
山
み
さ
い
此
山
み
さ
い
ヲ
ウ
タ
フ
」
と
あ
り
、
「
小
原
木
」

 
 
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
落
と
す
き
っ
か
け
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
1
5
）
本
曲
の
さ
ら
な
る
影
響
下
に
あ
る
作
品
と
し
て
は
、
「
隠
狸
」
が
挙
げ
ら
れ
よ

 
 
う
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
所
収
「
狂
言
名
作
解
題
」
の
「
隠
狸
」

 
 
の
項
に
、
「
終
り
の
部
分
は
「
素
抱
落
」
を
踏
ま
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が

 
 
あ
る
。
狸
を
主
人
に
見
つ
か
る
ま
い
と
後
ろ
に
隠
す
と
こ
ろ
が
類
似
す
る
。

 
 
終
曲
部
で
主
人
に
狸
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
を
知
ら
ず
、
舞
い
続
け
る
と
い

 
 
つ
た
あ
た
り
に
も
「
素
抱
落
」
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
芸
能
論
）
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