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は
じ
め
に

 
「
縄
絢
」
は
、
太
郎
冠
者
を
シ
テ
と
す
る
狂
言
の
中
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た

曲
で
あ
る
。
寛
永
七
年
五
月
、
金
剛
大
夫
浅
草
勧
進
能
（
四
日
目
）
で
の
長
命
弥

二
兵
衛
に
よ
る
上
演
記
録
が
あ
り
（
『
旨
煮
御
能
組
』
）
、
そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
世
狂
言
の
面
影
を
残
す
天
正
狂
言
本
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
が
、
江
戸
初
期
以
降
の
諸
流
台
本
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
蔵
・
和
泉
両

流
の
現
行
曲
で
あ
る
。
鷺
流
で
も
江
戸
中
期
の
名
寄
か
ら
見
え
、
仁
右
衛
門
派
・

伝
右
衛
門
派
と
も
に
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
群

小
流
派
の
台
本
と
お
ぼ
し
き
狂
言
記
（
万
治
三
年
刊
）
に
も
「
さ
し
縄
」
と
い
う

曲
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
現
行
「
縄
絢
」
の
粗
筋
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
主
人
は
何
某
と
博
変
の
勝
負

を
し
て
負
け
、
召
使
い
の
太
郎
冠
者
を
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
冠
者
に
は
た

だ
、
何
某
の
許
へ
使
い
に
行
け
、
と
言
っ
て
手
紙
を
持
た
せ
る
。
何
の
不
審
も
な

く
何
某
の
所
へ
行
き
、
は
じ
め
て
事
情
を
知
ら
さ
れ
た
冠
者
は
、
何
某
に
こ
と
ご

と
く
反
抗
し
、
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
一
つ
も
で
き
な
い
と
拒
否
す
る
。
困
り
果
て

た
何
某
は
、
や
は
り
金
銭
で
算
用
し
て
も
ら
お
う
と
主
人
の
許
を
訪
ね
、
そ
の
こ

と
を
掛
け
合
う
。
主
人
は
一
計
を
案
じ
、
「
今
こ
こ
で
一
勝
負
し
た
ら
、
今
度
は
自

分
が
勝
っ
て
冠
者
を
取
り
戻
し
た
」
と
偽
っ
て
、
冠
者
を
戻
ら
せ
、
目
の
前
で
う

ま
く
使
っ
て
見
せ
よ
う
と
言
う
。
そ
の
提
案
に
従
い
、
何
某
は
戻
っ
て
冠
者
に
右

の
通
り
言
う
と
、
冠
者
は
大
喜
び
で
元
の
主
人
の
と
こ
ろ
へ
帰
る
。
本
当
の
こ
と

を
言
わ
な
か
っ
た
主
人
に
一
言
文
句
を
言
っ
た
後
、
博
変
で
勝
っ
た
銭
が
た
く
さ

ん
あ
る
の
で
銭
さ
し
の
縄
を
絢
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
主
人
の
命
を
受
け
、
冠
者
は

い
そ
い
そ
と
縄
を
絢
い
始
め
る
。
縄
を
論
い
な
が
ら
、
先
程
の
何
某
と
の
や
り
と

り
や
そ
の
家
の
様
子
、
子
ど
も
や
奥
方
の
悪
口
な
ど
を
面
白
お
か
し
く
し
ゃ
べ
る

う
ち
、
ふ
と
後
ろ
を
見
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
主
人
と
入
れ
替
わ
っ
た
何
某
が
い

た
。
驚
き
逃
げ
る
冠
者
を
何
某
が
追
っ
て
入
る
。

 
「
縄
絢
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
藤
井
省
三
氏
「
「
士
魂
」
研
究
手
帳
」
（
『
狂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

言
研
究
』
2
、
昭
5
0
・
3
）
が
あ
り
、
解
説
・
鑑
賞
等
を
別
に
す
る
と
、
こ
れ
が

「
縄
絢
」
に
関
し
て
は
、
現
在
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
唯
一
の
専
論
と
い
っ
て
よ
い
。

太
郎
冠
者
の
縄
の
生
産
技
術
に
注
目
し
、
特
に
天
理
本
の
冠
者
に
手
工
業
従
事
者

と
し
て
の
性
格
を
読
み
と
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
「
縄
絢
」
と
い
う

曲
を
単
独
で
扱
っ
た
作
品
研
究
は
い
ま
だ
な
く
、
本
曲
の
形
成
や
構
想
に
関
わ
る

考
察
は
そ
の
後
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

以
下
、
「
縄
絢
」
の
形
成
と
構
想
及
び
演
出
に
関
わ
る
基
本
的
な
問
題
を
ま
ず
考
え

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
な
お
、
寛
正
五
年
四
月
十
日
の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
記
録
に
「
ワ
ラ
ウ
チ
」
と
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い
う
狂
言
の
曲
目
が
見
え
る
（
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
）
。
内
容
は
不
明
な
が

ら
、
藁
を
打
つ
演
技
を
含
む
曲
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
藁
を
打
つ
と
こ

ろ
を
見
せ
る
狂
言
は
現
行
曲
に
は
な
い
が
、
「
縄
墨
」
に
は
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な

演
出
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
後
述
）
。
し
か
し
ま
た
一
方
、
「
太
刀
奪
」

や
「
真
奪
」
に
も
、
古
く
は
縄
を
絢
う
前
に
藁
を
打
つ
所
作
が
あ
り
（
後
述
）
、
「
ワ

ラ
ウ
チ
」
と
い
う
曲
名
の
み
か
ら
、
た
だ
ち
に
「
縄
絢
」
の
よ
う
な
曲
と
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
「
縄
絢
」
の
室
町
期
の
上
演
記
録
と
見

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
判
断
を
保
留
し
て
お
き
た
い
（
補
記
参
照
）
。

一、

d
方
話
の
長
さ

 
現
行
「
縄
絢
」
の
主
眼
は
、
太
郎
冠
者
が
縄
を
絢
い
な
が
ら
行
な
う
、
長
大
な

（
悪
態
を
豊
富
に
交
え
た
）
仕
方
話
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
仕
方
話
は
、

現
在
で
は
上
演
時
間
の
お
よ
そ
半
分
近
く
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容

は
、
冠
者
と
何
某
と
の
対
話
の
繰
り
返
し
、
何
某
の
息
子
た
ち
と
の
や
り
と
り
及

び
幼
子
の
子
守
り
の
様
子
の
再
現
か
ら
成
る
。

 
現
行
の
舞
台
を
見
る
と
、
こ
う
し
た
冠
者
の
長
い
仕
方
話
に
、
構
想
・
演
技
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

の
重
心
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
冠
者
の
〈
芸
能
〉
が

核
と
な
っ
て
狂
言
作
品
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
例
は
多
く
、
本
曲
も
そ
の
一
つ
で

は
な
い
か
と
い
う
予
測
が
立
つ
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
曲
が
形
成
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
現
行
の
よ
う
な
長
大
な
仕
方
話

が
南
中
で
行
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
江
戸
初
期
の
諸
流
台
本
を

見
る
と
、
こ
の
仕
方
話
は
、
少
な
く
と
も
現
行
ほ
ど
の
長
さ
は
な
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

 
ま
ず
、
大
蔵
流
の
最
古
本
・
虎
明
本
で
は
、
冠
者
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
其

内
さ
ん
く
に
い
ふ
」
と
あ
る
の
み
で
、
詳
し
い
内
容
を
記
さ
な
い
。
た
だ
、
末

尾
に
は
、

 
 
あ
の
は
な
た
れ
た
子
の
も
り
を
せ
い
と
云
て
、
さ
せ
た
程
に
、
お
も
ふ
さ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

 
 
つ
め
つ
つ
、
た
ン
い
つ
い
た
い
て
ご
ざ
る

と
追
記
し
て
お
り
、
冠
者
が
何
某
の
幼
子
を
腹
い
せ
に
い
じ
め
る
こ
と
（
現
行
に

も
あ
る
）
が
、
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
専

ら
何
某
へ
の
悪
口
を
並
べ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

 
和
泉
流
最
古
本
の
天
理
本
で
は
、
「
そ
こ
に
て
七
く
せ
を
云
」
と
あ
っ
て
、

 
 
「
あ
の
や
う
な
わ
る
ひ
人
は
お
り
な
ひ
が
、
又
女
房
衆
が
尚
に
く
い
人
で
、
せ

 
 
わ
し
な
さ
、
み
め
こ
そ
わ
る
か
ら
う
ず
れ
、
口
は
わ
に
口
て
、
は
ち
び
た
い

 
 
で
、
あ
し
な
ど
は
お
に
の
あ
し
の
や
う
で
、
く
わ
び
ら
あ
し
で
」
と
云
、
い

 
 
ろ
く
の
事
を
云
て
、
…

と
あ
り
、
何
某
だ
け
で
な
く
、
そ
の
妻
へ
の
悪
口
が
加
わ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。 

天
理
本
に
次
ぐ
和
泉
家
古
本
（
元
禄
六
年
以
前
写
）
は
少
し
長
く
な
り
、

 
 
さ
り
と
て
は
こ
な
た
は
お
人
て
御
さ
る
ぞ
、
ア
ト
ノ
名
ヲ
云
テ
、
つ
ら
く
せ

 
 
の
わ
る
い
人
て
、
只
今
参
つ
た
そ
れ
か
し
に
、
か
へ
下
地
を
か
け
の
、
な
わ

 
 
を
な
へ
の
と
申
さ
れ
た
、
よ
ふ
私
の
な
い
ま
ら
せ
う
よ
、
其
上
あ
の
女
房
衆

 
 
か
お
目
に
か
け
た
う
御
さ
る
、
か
う
り
や
う
鼻
て
、
く
ち
の
ひ
ろ
さ
と
血
清

 
 
か
、
わ
に
く
ち
を
み
る
や
う
て
、
く
ひ
す
ぢ
は
こ
け
の
は
へ
た
や
う
に
よ
こ

 
 
れ
ま
わ
っ
て
、
く
わ
び
ら
あ
し
て
ナ
ト
・
、
色
々
ナ
ン
ヲ
云
也

と
あ
っ
て
、
冠
者
と
何
某
と
の
や
り
と
り
の
繰
り
返
し
が
加
わ
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
現
行
の
仕
方
話
に
あ
る
よ
う
な
、
何
某
の
息
子
へ
の
悪
口
や
子
守
り
の
話
柄

は
な
く
、
現
行
に
比
べ
る
と
短
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
な
お
、
天
理

本
・
和
泉
家
古
本
の
何
某
の
妻
の
容
貌
に
関
す
る
悪
口
の
う
ち
、
「
わ
に
口
」
「
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

ち
び
た
い
」
「
か
う
り
や
う
鼻
」
は
、
「
今
参
」
に
同
じ
表
現
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
）
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
初
期
の
大
蔵
・
和
泉
両
流
に
お
い
て
は
、
冠
者
の
仕
方

話
は
現
行
よ
り
は
る
か
に
短
く
、
そ
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
何
某
及
び
そ
の
妻
へ
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の
悪
態
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
れ
ら
大
蔵
・
和
泉
の
台
本
だ
け
で
は
な
く
、
群
小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ
る

万
治
三
年
刊
の
狂
言
記
（
曲
名
は
「
さ
し
縄
」
）
で
も
、
冠
者
の
話
は
極
め
て
簡
略

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

 
 
籾
も
く
、
あ
の
形
部
三
郎
と
い
ふ
や
つ
は
、
憎
い
や
つ
で
御
ざ
る
、
先
酒

 
 
づ
き
な
ど
は
し
ほ
ら
い
で
、
「
縄
を
な
へ
」
と
言
ひ
ま
し
た
に
よ
っ
て
、
何
が

 
 
「
手
中
風
ぢ
や
」
と
言
ふ
て
、
な
い
ま
せ
な
ん
だ
、
「
鳥
を
追
へ
」
と
言
ひ
ま

 
 
し
た
程
に
、
何
が
口
を
ば
未
申
へ
ゆ
が
め
て
、
か
う
し
て
見
せ
た
と
思
は
し

 
 
や
れ
ま
せ
い

と
言
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
冠
者
と
何
某
（
狂
言
記
で
は
形
部
三
郎

と
い
う
名
）
と
の
や
り
と
り
の
繰
り
返
し
の
み
で
あ
る
。
大
蔵
・
和
泉
に
あ
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妻
（
子
）
へ
の
悪
口
さ
え
も
、
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

 
か
つ
て
杉
森
美
代
子
氏
は
、
冠
者
が
仕
方
話
を
し
つ
つ
、
本
来
短
く
て
よ
い
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ず
の
銭
さ
し
の
縄
を
長
々
と
絢
っ
て
い
く
こ
と
に
不
審
を
持
た
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
江
戸
初
期
の
時
点
で
は
、
諸
流
と
も
に
、

冠
者
の
話
は
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
短
か
か
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
縄
も
現

在
の
よ
う
な
長
さ
に
ま
で
達
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
話
の
長
さ
と
縄

の
長
さ
は
比
例
す
る
。
冠
者
の
話
の
増
幅
に
伴
っ
て
、
自
ず
か
ら
縄
も
長
く
絢
い

続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
冠
者
の
縄
絢
い
の
場
面
が
、
も
と
も
と
本
曲
の
眼
目
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
縄
を
絢
う
こ
と
は
、
冠
者
の
得
意
の
ワ
ザ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、

（
日
常
的
な
作
業
で
あ
る
と
は
い
え
）
そ
れ
自
体
が
冠
者
に
と
っ
て
の
く
芸
能
〉

（
技
能
）
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
伴
う
話
に
つ
い
て
は
、
江
戸

中
期
以
降
に
か
な
り
内
容
の
増
幅
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
曲
形
成
の
核
と
な

る
よ
う
な
（
何
某
と
の
や
り
と
り
の
再
現
に
始
ま
り
、
子
守
り
の
様
子
に
ま
で
及

ぶ
よ
う
な
）
長
大
な
仕
方
話
が
、
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
曲
の
形
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

雑
談
と
と
も
に
縄
を
絢
う
と
い
う
冠
者
の
〈
芸
能
〉
を
生
か
す
か
た
ち
で
、
ど
の

よ
う
に
本
曲
の
筋
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
「
疹
痢
」
と
の
関
連

 
こ
こ
で
、
狂
言
記
の
「
さ
し
縄
」
に
は
、
同
じ
く
太
郎
冠
者
を
シ
テ
と
す
る
狂

 
 
し
び
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

言
「
屡
痢
（
墨
客
・
痺
）
」
と
共
通
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
狂
言

記
で
は
、
新
し
い
主
人
に
縄
を
絢
え
と
言
わ
れ
て
、
冠
者
は
「
手
中
風
」
が
起
こ

っ
た
と
言
う
。

 
 
中
く
、
身
共
が
親
が
、
子
を
三
人
持
れ
て
御
ざ
る
が
、
兄
二
人
に
は
跡
式

 
 
を
や
ら
れ
ま
す
る
、
身
共
は
血
の
余
り
に
か
わ
い
が
、
取
ら
せ
う
物
が
な
い

 
 
程
に
、
せ
め
て
、
中
風
な
り
と
取
ら
せ
う
と
あ
っ
て
、
く
れ
ら
れ
て
御
ざ
る

親
か
ら
中
風
を
譲
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
親
に
居
り
を
譲
ら
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

と
す
る
「
屡
痢
」
と
同
じ
発
想
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
菜
虫
」
の
冠
者

は
、 

○
御
存
の
こ
と
く
、
某
が
お
や
は
子
を
あ
ま
た
も
た
れ
て
ご
ざ
る
、
あ
に
く

 
 
に
は
、
色
々
の
も
の
を
ゆ
づ
ら
れ
て
ご
ざ
る
、
某
は
お
と
子
で
ご
ざ
る
に
よ

っ
て
、
と
ら
せ
う
物
が
な
ひ
、
持
病
に
し
び
り
を
も
っ
た
程
に
、

 
つ
る
と
申
さ
れ
て
、
く
れ
ら
れ
て
ご
ざ
る
程
に
、

 
ら
す
ま
ひ
、
…

○
わ
た
く
し
の
お
や
が
、
あ
に
く
に
は
い
ろ
く
の
物
を
ゆ
づ
ら
れ
た
れ
共
、

 
 
 
 
 
 
こ
れ
を
ゆ

せ
う
く
で
は
な
を
り
ま

 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

 
 
身
ど
も
に
は
な
に
も
く
る
〉
物
が
な
い
と
あ
っ
て
、
画
し
び
り
を
く
れ
ら
れ

 
 
た
、
代
々
ゆ
づ
り
の
し
び
り
な
れ
ば
、
五
日
や
十
日
で
は
な
お
り
ま
ら
せ
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

な
ど
と
言
う
の
で
あ
り
、
狂
言
記
「
さ
し
縄
」
の
せ
り
ふ
と
の
近
似
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
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実
は
、
こ
の
冠
者
が
何
某
か
ら
命
じ
ら
れ
た
仕
事
を
こ
と
ご
と
く
拒
否
す
る
場

面
に
つ
い
て
は
、
右
以
外
に
も
「
倭
痢
」
と
の
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

冠
者
が
仕
事
が
で
き
な
い
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
大
蔵
・
和
泉
両
流
の
「
縄
絢
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

 
○
さ
て
な
は
な
へ
、
と
り
お
へ
、
み
つ
を
く
め
、
つ
か
ひ
に
行
と
云
、
す
じ
け
、

 
 
か
っ
け
、
の
ど
け
な
ど
云
て
き
か
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
忌
明
本
）

 
○
て
い
し
ゅ
た
っ
て
、
「
う
ら
の
へ
い
の
か
べ
下
地
を
か
〉
せ
う
」
と
云
て
、
「
太

 
 
書
く
わ
じ
や
、
こ
ち
へ
き
て
、
か
べ
し
た
ち
を
か
け
」
と
云
、
シ
テ
は
ら
を
た

 
 
て
〉
、
「
手
の
こ
う
が
は
れ
て
な
ら
ぬ
」
と
云
、
シ
ヵ
く
、
「
な
わ
を
な
へ
」

 
 
と
云
、
シ
テ
「
手
の
う
ち
に
、
あ
か
か
り
が
き
れ
て
な
ら
ぬ
」
と
云
、
シ
ヵ

 
 
〈
、
「
な
に
も
か
も
い
や
と
云
」
と
云
て
、
て
い
し
ゅ
は
ら
を
た
て
〉
、
「
ち

 
 
や
を
ひ
け
」
と
云
、
シ
テ
「
け
ん
ぺ
き
が
い
た
う
て
な
ら
ぬ
」
と
云
、
「
さ
ら

 
 
ば
花
だ
ん
の
草
を
ひ
か
せ
う
」
と
云
、
シ
テ
「
つ
ま
ば
ら
み
が
い
た
う
て
尚
な

 
 
ら
ぬ
」
と
云
て
、
す
ね
は
た
ば
る
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

特
に
天
理
本
の
冠
者
は
、
「
手
の
甲
が
腫
れ
る
」
「
あ
か
が
り
（
あ
か
ぎ
れ
）
」
「
け

ん
ぺ
き
（
肩
の
病
気
）
」
「
つ
ま
ば
ら
み
（
爪
の
化
膿
）
」
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
を
挙

げ
て
「
す
ね
は
た
ば
る
」
の
で
あ
る
。
さ
な
が
ら
病
尽
く
し
で
あ
る
が
、
こ
の
場

面
は
、
「
痺
り
が
切
れ
た
」
と
偽
る
「
屡
痢
」
の
当
該
場
面
と
相
似
形
を
な
す
と
い

え
よ
う
（
た
だ
し
、
「
縄
絢
」
の
方
が
は
る
か
に
冠
者
の
反
抗
心
が
強
い
）
。

 
「
倭
痢
」
で
は
、
冠
者
が
和
泉
の
堺
へ
の
使
い
を
命
じ
ら
れ
る
と
、

 
○
い
や
く
思
案
を
い
た
す
に
、
只
今
ま
い
っ
た
ら
ば
、
あ
れ
は
何
時
に
よ
ら

 
 
ず
、
物
を
手
付
て
も
と
〉
の
へ
て
く
る
ほ
ど
に
と
申
て
、
重
而
も
申
付
ら
れ

 
 
う
な
ら
は
、
め
い
わ
く
致
す
、
此
度
は
く
る
し
か
ら
ね
共
、
後
の
た
め
じ
ゃ
、

 
 
何
ぞ
さ
く
び
や
う
い
た
ひ
て
参
る
ま
ひ
、
又
た
の
ふ
だ
人
は
だ
ら
し
よ
ひ
、

し
び
り
が
お
こ
っ
た
と
申
て
ま
い
る
ま
ひ
 
「
あ
〉
い
た
や
な
ふ
く
 
「
あ

ら
ふ
し
ぎ
や
、
太
郎
く
わ
じ
ゃ
が
こ
ゑ
じ
ゃ
が
、
い
や
汝
は
何
と
し
た
ぞ

「
其
事
で
ご
ざ
る
、
さ
か
い
へ
ま
い
ら
ふ
と
ぞ
ん
じ
て
、
道
ま
で
ま
い
っ
た
れ

 
は
、
し
び
り
が
お
こ
っ
て
、
立
居
さ
へ
な
り
ま
ら
せ
ぬ
、
あ
ひ
た
や
な
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
認
）

○
や
れ
く
む
つ
か
し
い
事
を
七
つ
け
ら
れ
た
、
さ
り
な
が
ら
、
い
か
い
で
は

 
な
る
ま
い
、
ま
い
ら
う
、
さ
れ
共
、
早
い
た
ら
ば
、
い
つ
も
い
け
く
と
申

 
さ
れ
う
ほ
ど
に
、
作
病
を
し
て
ま
い
る
ま
ひ
」
と
云
て
、
も
ど
っ
て
、
「
あ
、

 
い
た
い
の
く
」
と
云
、
「
太
郎
く
わ
じ
ゃ
が
声
じ
ゃ
」
と
云
て
、
「
さ
か
い

 
 
へ
は
い
か
ぬ
か
」
と
云
、
シ
テ
「
し
び
り
が
お
こ
り
ま
ら
し
て
、
た
ち
み
が
な

 
 
ら
ぬ
」
と
云
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

と
い
う
よ
う
に
、
「
作
病
」
を
し
て
使
い
に
行
く
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
り
は
、
命
じ
ら
れ
た
水
汲
み
に
行
く
ま
い
と
す
る
「
清
水
」
の
発
端
と
も
共
通

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

性
が
あ
り
、
私
に
い
う
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
の
応
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

す
な
わ
ち
、
「
縄
絢
」
と
「
屡
痢
」
に
は
、
い
ず
れ
も
「
主
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た

仕
事
を
太
郎
冠
者
が
作
病
に
よ
っ
て
拒
否
す
る
」
と
い
う
要
素
（
モ
テ
ィ
ー
フ
）

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
同
様
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
あ
か
ぎ
れ
が
切
れ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か
が
り

の
で
、
主
人
を
背
負
っ
て
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
「
鞍
（
輝
・
腓
）
」

に
も
存
す
る
）
。

 
さ
ら
に
、
「
応
機
」
で
は
、
こ
の
後
主
人
は
策
略
を
用
い
て
、
伯
父
の
と
こ
ろ
が

ら
振
舞
（
ま
た
は
遊
山
）
の
誘
い
が
あ
る
が
、
あ
の
様
子
で
は
冠
者
は
行
け
そ
う

に
な
い
と
返
事
し
た
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
冠
者
は
、
と
た
ん
に
態
度
が
変
わ

り
、
宣
命
を
含
め
て
痺
り
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
出
す
。
一
方
、
「
廻
米
」

の
冠
者
も
、
何
某
の
前
で
は
拒
否
し
た
縄
絢
い
の
仕
事
を
も
と
の
主
人
の
前
で
は

い
そ
い
そ
と
行
な
っ
て
み
せ
る
。
つ
ま
り
、
「
条
件
が
変
わ
る
と
、
冠
者
は
そ
れ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

で
出
来
な
い
と
言
っ
た
仕
事
を
し
ょ
う
と
す
る
」
と
い
う
筋
立
て
も
ま
た
、
両
曲

に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「
食
事
」
の
筋
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

①
主
人
は
、
和
泉
の
堺
へ
使
い
に
行
け
と
命
じ
る
（
A
）
。
↓
冠
者
は
、
曇
り
が
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狂言「縄絢」考

 
 
起
こ
っ
て
歩
け
な
い
と
言
う
（
B
）
。

 
②
主
人
は
、
伯
父
が
振
舞
を
す
る
か
ら
来
い
と
言
っ
て
い
る
、
と
伝
え
る
（
冠

 
 
者
の
嘘
を
知
っ
て
の
計
略
）
（
A
）
。
↓
冠
者
は
、
宣
命
を
ふ
く
め
、
痺
り
が

 
 
治
っ
た
と
言
う
（
B
）
Q

 
③
主
人
は
、
ま
た
和
泉
の
堺
へ
使
い
に
行
け
と
命
じ
る
（
A
）
。
↓
冠
者
は
、
ま

 
 
た
薫
り
が
起
こ
っ
た
と
言
う
（
B
）
。

こ
れ
に
対
応
す
る
「
縄
絢
」
の
筋
（
冒
頭
の
、
冠
者
が
何
某
の
許
へ
使
い
に
行
く

部
分
を
除
く
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
は
、
様
々
な
こ
と
を
命
じ
る
（
A
）
。
↓
冠
者
は
、
理

 
 
由
を
つ
け
て
こ
と
ご
と
く
出
来
な
い
と
言
う
（
縄
が
絢
え
な
い
と
言
う
）

 
 
 
（
B
）
。

 
②
も
と
の
主
人
が
、
縄
を
絢
う
よ
う
命
じ
る
（
冠
者
を
使
っ
て
見
せ
る
計
略
）

 
 
（
A
）
。
↓
冠
者
は
、
い
そ
い
そ
と
縄
を
絢
う
（
同
時
に
仕
方
話
）
（
B
）
。

 
③
学
窓
が
背
後
に
い
る
（
も
と
の
主
人
と
入
れ
替
わ
る
）
（
C
）
。
↓
冠
者
は
気

 
 
付
き
、
逃
げ
る
（
D
）
。

両
曲
と
も
に
、
①
と
②
の
冠
者
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
る
（
B
に
対
す
る
B
）
。
条

件
が
異
な
る
（
A
に
対
す
る
A
）
と
、
冠
者
の
行
動
も
が
ら
り
と
変
わ
る
の
で
あ

る
。
「
最
密
」
で
は
主
人
の
計
略
で
命
令
の
内
容
が
変
え
ら
れ
る
。
「
三
州
」
で
は
、

網
掛
け
を
施
し
た
よ
う
に
、
①
と
②
で
は
、
仕
事
を
命
じ
る
主
体
が
異
な
る
。
冠

者
は
、
元
の
主
人
の
命
令
な
ら
喜
ん
で
聞
く
の
で
あ
る
。
③
で
は
、
「
疹
痢
」
の
場

合
、
最
初
の
命
令
（
A
）
に
戻
る
の
で
、
再
び
「
詣
り
が
起
こ
っ
た
」
と
い
う
対

応
（
B
）
と
な
る
。
つ
ま
り
、
①
の
反
復
で
あ
る
。
こ
の
③
に
関
し
て
は
、
「
縄
絢
」

は
「
軍
需
」
と
か
な
り
内
容
が
異
な
る
。
何
某
が
冠
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
来
て
、

B
と
B
の
落
差
を
知
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
か
、
冠
者
の
悪
態
を
聞
き
、
怒
る
こ
と

に
な
る
（
C
・
D
）
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
「
縄
絢
」
と
「
屡
々
」
の
筋
に
は
、
部
分
的
に
共
通
性
（
①
～
②

の
構
造
的
相
似
）
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
曲
は
、
「
毒
心
」
の
よ
う

な
曲
の
筋
を
参
照
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
可
能
に
な

ろ
う
。

 
「
疹
痢
」
は
、
慶
長
十
年
七
月
八
日
伏
見
城
西
丸
観
世
能
の
上
演
記
録
（
『
古
聖

御
能
組
』
）
が
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
曲
で
あ
る
。

江
戸
初
期
以
降
の
諸
流
台
本
に
存
し
、
大
蔵
・
和
泉
と
も
に
現
行
曲
で
あ
る
。
太

郎
冠
者
物
の
基
本
的
な
曲
の
一
つ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
、
「
軸
距
」
の
構
成

は
か
な
り
単
純
で
あ
り
、
右
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
太
郎
冠
者
物
に
よ
く
見
ら

れ
る
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
を
応
用
し
た
曲
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
そ
れ
に
対
し
て
「
縄
絢
」
は
、
主
人
が
二
人
（
旧
主
と
新
主
で
あ
る
何
某
）
登

場
す
る
こ
と
、
し
か
も
主
人
が
博
変
好
き
で
、
冠
者
は
博
変
の
か
た
に
さ
れ
る
こ

と
、
縄
絢
い
の
場
面
で
聞
き
手
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
な
ど
、
他
の
太
郎
冠
者
物
に

は
な
い
特
異
な
設
定
が
目
立
ち
、
構
想
も
複
雑
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
異
な

設
定
は
、
「
三
韓
」
の
よ
う
な
曲
を
踏
ま
え
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
モ
テ
ィ

ー
フ
を
取
り
込
ん
だ
上
で
、
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ
た
変
形
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

 
以
上
、
狂
言
記
（
「
さ
し
縄
」
）
の
せ
り
ふ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
「
野
庭
」
と
の

関
連
を
考
え
て
み
た
が
、
狂
言
記
に
は
、
他
本
に
比
べ
て
筋
の
上
で
も
独
自
の
部

分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
太
郎
冠
者
が
働
か
な
い
の
で
、
何
某
が
そ
の
ま
ま
冠
者
を

同
道
し
て
旧
主
の
も
と
へ
連
れ
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
冠
者
は
何
某
と
会

っ
て
か
ら
ず
っ
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
狂
言
記
で
は
、
後
で
冠
者
が
話
す

こ
と
の
内
容
は
、
何
某
と
の
対
話
の
再
現
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
の
か
た
ち
で
も

特
に
問
題
は
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
鷺
仁
右
衛
門
派
の
安
永
森
本
・
寛
政
有
江
本
・
安
政
賢
通
本
・
賢

茂
五
番
綴
本
も
狂
言
記
と
同
じ
く
、
何
某
が
冠
者
を
連
れ
て
旧
主
の
も
と
へ
談
判

に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
伝
右
衛
門
派
は
、
他
流
と
同
じ
く
冠
者
は
何
某
方

に
残
り
、
何
某
一
人
が
掛
け
合
い
に
行
く
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
冠
者
の
話

に
は
、
何
某
の
妻
か
ら
子
守
り
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
等
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
そ
う
な
る
と
、
冠
者
が
子
守
り
を
言
い
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
一
体
い
つ
の
こ

と
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冠
者
は
何

某
方
へ
来
て
再
び
旧
主
の
許
に
帰
る
ま
で
、
ず
っ
と
何
某
と
一
緒
に
い
た
か
ら
で

あ
る
。

 
鷺
仁
右
衛
門
派
で
は
、
狂
言
記
と
同
じ
筋
立
て
を
用
い
な
が
ら
、
大
蔵
・
和
泉

と
同
様
に
冠
者
の
話
の
増
幅
を
行
っ
た
た
め
、
右
の
よ
う
な
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な

い
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
派
は
、
こ
う
し
た
齪
齪
に
は
あ
ま
り
頓

着
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

三
、
身
空
い
の
場
面
と
そ
の
演
技

 
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
縄
絢
」
に
は
、
他
の
太
郎
冠
者
物
に
は
な
い
独
自
の
構
想

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
も
と
の
主
人
と
あ
ら
た
な
主
人
（
何
某
）
と
い

う
二
人
の
主
人
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
主
人
の
間
で
、

冠
者
の
態
度
が
大
き
く
相
違
す
る
。
何
某
の
前
で
は
こ
と
ご
と
く
命
令
に
応
じ
な

い
が
、
も
と
の
主
人
の
前
で
は
嬉
々
と
し
て
縄
を
絢
う
の
で
あ
る
。

 
一
般
に
、
太
郎
冠
者
物
で
は
、
主
人
は
一
人
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
が
、
本

曲
で
は
、
そ
の
主
人
像
が
、
冠
者
に
と
っ
て
愛
着
あ
る
主
人
と
反
抗
す
べ
き
主
人

と
に
分
裂
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
冠
者
は
そ
の
愛
着
あ
る
主
人
に

も
欺
か
れ
る
（
計
略
に
嵌
め
ら
れ
る
）
こ
と
に
な
る
。

 
そ
も
そ
も
本
曲
に
お
い
て
、
冠
者
は
博
変
の
か
た
に
と
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
都

合
三
度
に
わ
た
っ
て
、
主
人
に
欺
か
れ
る
の
で
あ
る
。

 
A
、
主
人
は
、
博
変
に
負
け
て
冠
者
を
何
某
に
と
ら
れ
た
こ
と
を
隠
す
（
た
だ

 
 
使
い
に
行
け
と
い
う
）
。

 
B
、
冠
者
が
働
か
な
い
の
で
、
何
某
は
旧
主
の
も
と
へ
掛
け
合
い
に
行
く
。
主

 
 
人
は
、
何
某
の
目
の
前
で
冠
者
を
使
っ
て
見
せ
る
た
め
、
「
博
変
に
勝
っ
て
冠

 
 
者
を
取
り
戻
し
た
」
と
偽
っ
て
冠
者
を
再
び
戻
す
こ
と
を
提
案
す
る
。
何
某

 
 
は
そ
の
通
り
に
す
る
（
こ
の
面
変
を
し
て
冠
者
を
再
び
取
り
返
し
た
と
い
う

 
 
嘘
は
、
鷺
仁
右
衛
門
派
に
は
な
い
）
。

 
C
、
縄
を
絢
う
冠
者
の
背
後
に
い
た
主
人
は
、
い
つ
の
ま
に
か
何
某
と
入
れ
替

 
 
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
徹
頭
徹
尾
、
冠
者
が
主
人
に
欺
か
れ
る
構
想
は
、
他
に
あ
ま
り
例
が

な
い
（
こ
れ
に
匹
敵
す
る
の
は
、
冠
者
が
主
人
に
よ
っ
て
鬼
に
さ
せ
ら
れ
る
「
抜

殻
」
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
悲
惨
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
後
で
冠

者
の
悪
態
に
よ
る
欝
憤
晴
ら
し
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

 
こ
こ
で
、
本
曲
の
眼
目
で
あ
る
縄
絢
い
の
場
面
も
、
右
の
よ
う
な
、
主
人
が
冠

者
を
欺
く
策
略
の
一
環
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。
も
と
も
と
こ

の
場
面
は
、
狂
言
全
体
の
筋
の
上
で
は
、
冠
者
が
縄
を
絢
う
の
を
何
某
に
見
せ
る

（
そ
し
て
冠
者
の
偽
り
を
あ
ば
く
）
た
め
の
策
略
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
B
に
相
当
す
る
場
面
で
の
、

 
 
身
ど
も
が
し
や
う
が
あ
る
、
だ
ま
ひ
て
つ
れ
て
き
て
、
な
わ
を
な
わ
せ
う
ほ

 
 
ど
に
、
そ
の
な
わ
の
さ
き
を
身
が
も
っ
て
い
て
な
わ
せ
て
、
後
に
、
そ
な
た

 
 
と
身
ど
も
と
そ
っ
と
か
わ
ら
う
ほ
ど
に
、
そ
こ
で
「
そ
れ
、
な
わ
を
の
ふ
わ
」

 
 
と
云
て
、
つ
れ
て
お
か
い
り
や
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

と
い
う
主
人
（
旧
主
）
の
せ
り
ふ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
終
曲
部
も
そ
れ

に
対
応
し
て
、
何
某
が
「
そ
り
や
な
わ
を
な
ふ
は
」
と
、
自
分
の
前
で
は
出
来
な

い
と
言
っ
た
は
ず
の
縄
絢
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
答
め
て
、
冠
者
を
追
い
入
る
か

た
ち
で
あ
っ
た
（
天
理
本
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
和
泉
家
古
本
に
よ
る
。

現
行
で
は
、
冠
者
の
悪
口
に
怒
っ
て
の
追
い
込
み
）
。

 
か
く
て
、
冠
者
は
主
人
た
ち
の
計
略
と
も
知
ら
ず
、
上
機
嫌
で
縄
を
絢
い
出
す

わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
、
こ
の
縄
絢
い
の
演
技
に
つ
い
て
も
、
少
し
ば
か
り
検
討

し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
現
在
、
冠
者
が
縄
を
絢
う
場
面
で
は
、
大
蔵
流
は
麻
酔
（
ボ
ウ
ジ
）
を
使
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
和
泉
流
は
本
物
の
藁
を
使
う
の
が
特
色
で
あ
る
。
ご
う
し
た
り
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狂言「縄絢」考

ア
ル
な
演
出
は
、
古
態
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
、
天
理
本

を
見
る
と
、

 
 
わ
ら
を
と
り
い
だ
し
太
郎
く
わ
じ
ゃ
に
や
る
、
シ
ヵ
く
、
シ
テ
太
郎
く
わ
じ

 
 
や
、
わ
ら
を
う
つ
ま
ね
を
し
て
、
な
わ
な
ふ
、
シ
ヵ
く

と
あ
る
。
（
お
そ
ら
く
）
本
物
の
藁
を
用
い
、
し
か
も
藁
を
打
つ
と
こ
ろ
が
ら
始
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
理
本
に
次
ぐ
和
泉
家
古
本
で
も
、

 
 
太
コ
ノ
居
座
ヨ
リ
ワ
ラ
ヲ
持
テ
出
テ
、
舞
台
ノ
マ
ン
中
幸
テ
ー
こ
れ
愛
を
持

 
 
て
御
さ
れ
ト
云
テ
、
ナ
ワ
ノ
末
ヲ
、
主
ニ
モ
タ
セ
テ
、
ナ
フ
也

と
あ
っ
て
、
引
き
続
き
藁
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
藁

を
打
つ
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、
同
本
の
後
記
に
も
、
「
イ
カ
ニ
モ
上
髭
タ
ル
ワ
ラ
少
子

ナ
リ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
に
は
、
舞
台
で
藁
を
打
つ
演
技
は
な
く
な
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

 
大
蔵
流
で
は
先
述
の
よ
う
に
、
現
在
麻
布
を
用
い
る
が
、
そ
う
し
た
や
り
方
は
、

江
戸
後
期
の
虎
寛
本
の
道
具
付
に
明
記
さ
れ
て
い
る
（
悪
留
本
は
「
な
は
な
は
せ
」

と
あ
る
の
み
で
、
藁
か
布
か
は
不
明
）
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
中
期
の
大
蔵
八
右
衛
門

派
に
お
い
て
は
、
本
物
の
藁
を
用
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
同
派
の
伊
藤
源

之
丞
本
に
よ
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
こ

 
 
シ
テ
「
…
先
、
わ
ら
を
取
て
参
り
ま
せ
う
。
」
太
鼓
座
二
行
、
バ
ラ
持
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

と
あ
り
、
そ
の
後
記
に
も
「
は
ら
・
ふ
ミ
入
」
と
記
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
江

戸
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
彦
根
市
立
図
書
館
琴
堂
文
庫
蔵
大
蔵
八
右
衛
門
派

本
に
は
、
「
作
物
麻
一
反
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
、
八
右
衛
門
派
で
も
（
宗
家

で
あ
る
弥
右
衛
門
派
と
同
じ
く
）
麻
布
を
用
い
る
演
出
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。

 
鷺
流
で
は
、
仁
右
衛
門
派
の
寛
政
有
江
本
に
「
縄
ヲ
ナ
イ
カ
ケ
ヲ
出
ス
 
ワ
ラ

少
ソ
ヘ
テ
」
と
注
記
が
あ
り
、
藁
を
使
う
演
出
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
江
戸
末
期
の
賢
茂
五
番
綴
本
で
は
布
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

伝
右
衛
門
派
で
は
、
江
戸
中
期
の
宝
暦
三
女
川
本
に
「
ひ
な
ん
に
て
よ
し
、
な
い

か
け
て
お
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
び
な
ん
帽
子
（
狂
言
の
女

性
の
扮
装
）
の
素
材
で
あ
る
白
布
が
使
わ
れ
て
い
た
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
縄
を
絢
う
演
技
に
関
し
て
は
、
本
物
の
藁
を
用
い
、
し
か
も

藁
を
打
つ
所
作
を
伴
う
の
が
古
態
（
狂
言
記
も
挿
絵
で
は
藁
縄
の
よ
う
に
見
え
る
）

と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
蔵
・
鷺
は
と
も
に
布
を
使
う
と
い
う
様
式
化
の
方
向
を
た

ど
り
、
和
泉
流
の
み
が
、
（
藁
を
打
つ
所
作
は
な
く
な
っ
た
が
）
現
在
ま
で
藁
を
用

い
る
写
実
的
な
演
出
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
太
郎
冠
者
が
縄
を
絢
う
と
こ
ろ
を
見
せ
る
狂
言
は
、
他
に
も
あ
る
。

「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
が
そ
れ
で
あ
る
（
現
行
和
泉
流
で
は
「
腱
物
」
「
成
上
り
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

で
も
こ
の
場
面
が
あ
る
）
。
こ
の
う
ち
、
「
太
刀
奪
」
は
、
天
正
狂
言
本
（
以
下
、

天
正
本
）
に
「
野
漆
盗
人
」
と
し
て
す
で
に
記
載
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

 
 
大
ら
く
わ
し
や
わ
ら
を
打
て
な
は
を
な
ふ

と
あ
る
よ
う
に
、
縄
を
絢
う
前
に
藁
を
打
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
先
に
引
い
た
天

理
本
「
早
旦
」
と
同
じ
手
順
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
祝
本

（
流
儀
不
明
）
に
は
、
「
太
刀
奪
」
の
類
意
で
あ
る
「
真
奪
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
も
、

 
 
又
な
わ
取
出
し
て
、
大
こ
ノ
ば
ち
に
て
う
ツ
て
、
さ
て
な
ふ
て
…

と
あ
り
、
太
鼓
の
擾
を
槌
に
見
立
て
て
打
つ
所
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
藁

か
布
か
は
不
明
）
。

 
こ
の
よ
う
に
「
縄
墨
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
に
も
見
ら
れ

る
、
舞
台
で
縄
を
絢
う
演
技
に
お
い
て
は
、
古
く
は
藁
を
打
つ
と
こ
ろ
が
あ
り
、

縄
絢
い
の
過
程
を
忠
実
に
反
映
し
た
リ
ア
ル
な
所
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。

 
た
だ
し
、
江
戸
初
期
以
降
の
諸
流
「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
で
は
、
「
縄
絢
」
と
同

じ
く
、
藁
を
打
つ
所
作
は
省
略
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
縄
も
専
ら
布
を
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
。
「
縄
絢
」
で
は
藁
を
使
う
和
泉
流
で
も
、
「
籾
ぬ
の
を
な
わ
に
の
う

を
…
」
（
天
理
本
「
太
刀
奪
」
）
、
「
マ
キ
ヌ
ノ
ヲ
ナ
ワ
ニ
ノ
ウ
仕
舞
ア
リ
」
（
和
泉
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

古
本
「
太
刀
奪
」
）
な
ど
と
あ
る
。
た
だ
一
方
で
、
江
戸
中
期
の
大
蔵
八
右
衛
門
派
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マ
マ
 

で
は
、
「
ハ
ら
少
し
入
る
な
り
」
（
伊
藤
源
之
丞
本
「
太
刀
奪
」
）
と
記
す
よ
う
に
、

依
然
と
し
て
藁
を
用
い
て
い
た
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
本
「
墨
型
」
で
は
、
「
ほ

う
じ
衣
打
て
縄
な
ふ
也
」
と
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
で
は
、
布
を
用
い
て
い
る
の
で
あ

る
（
た
だ
し
藁
を
打
つ
所
作
は
あ
り
）
。

 
「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
で
は
、
出
来
上
が
っ
た
縄
で
冠
者
が
盗
人
を
縛
ろ
う
と
し

て
失
敗
す
る
演
技
が
後
に
続
く
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
縄
は
と
に
か
く
舞
台
で

完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
縄
を
温
い
つ
つ
仕
方
話
を
す
る
「
縄
絢
」
と
は

異
な
り
、
縄
を
絢
う
場
面
だ
け
で
最
後
ま
で
も
た
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
に
お
い
て
は
、
藁
を
打
つ
と
こ
ろ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
第
に
省
略
さ
れ
、
諸
流
と
も
に
、
藁
よ
り
も
作
り
や
す
い
布
が
い
ち
早
く
用
い

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
「
太
刀
奪
」
「
真
書
」
に
お
け
る
縄
絢
い
の
演
技
は
、
江
戸
初
期
以
降
、
「
縄
絢
」

と
は
多
少
異
な
る
方
向
を
た
ど
っ
た
が
、
本
来
は
藁
打
ち
か
ら
始
め
る
と
こ
ろ
な

ど
、
共
通
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
演
技
に
関
し
て
は
、
古
く
か
ら
相
互
に
影
響
関
係

が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

四
、
仕
方
話
の
性
格
と
〈
入
れ
替
わ
り
〉
の
趣
向

 
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
短
い
も
の
で
あ
っ
た
太
郎
冠
者
の
話
も
、

江
戸
期
を
通
じ
て
長
大
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
曲
に
お
け
る
縄
絢
い
の
場
は
、

（
主
人
の
計
略
に
よ
り
）
縄
を
絢
う
作
業
そ
の
も
の
を
（
何
某
に
）
見
せ
る
場
面

か
ら
、
悪
態
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
仕
方
話
に
重
点
を
置
く
場
面
に
変
貌
し

た
と
い
え
よ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
冠
者
の
長
い
仕
方
話
の
例
は
、
他
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
行
の
本
曲
の
仕
方
話
（
江
戸
後
期
の
時
点
で
、
ほ
ぼ
現
行
と
同
様
の
内
容
・
分

量
に
達
し
て
い
た
）
に
つ
い
て
は
、
冠
者
自
身
の
体
験
談
と
い
う
か
た
ち
を
と
る

こ
と
、
所
作
を
伴
う
こ
と
、
聞
き
手
の
相
づ
ち
が
入
る
こ
と
（
特
に
大
蔵
流
に
顕

著
。
た
だ
し
、
聞
き
手
が
何
某
に
替
わ
っ
て
か
ら
は
、
相
づ
ち
は
な
く
な
る
）
等

の
特
色
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
狂
言
役
者
の
芸
域
に
は
、
間
狂
言
に
お
け
る
語
り
が
あ
る
。
特
に
居
語
り
の
形

態
は
長
い
語
り
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
伝
え
聞
い
た
過
去
の
物
語

を
語
る
も
の
で
あ
り
、
普
通
所
作
は
伴
わ
な
い
（
所
作
を
伴
う
ア
イ
の
語
り
は
「
八

島
」
の
替
ア
イ
で
あ
る
「
那
須
（
奈
須
与
市
語
）
」
の
み
）
。
ま
た
、
聞
き
手
の
受

け
答
え
を
挿
む
例
と
し
て
は
、
「
山
姥
」
の
語
り
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
山
姥

の
正
体
を
さ
ま
ざ
ま
推
量
し
て
ゆ
く
内
容
で
あ
り
、
合
接
に
ワ
キ
が
言
葉
を
挿
む
。

し
か
し
、
こ
れ
も
所
作
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

 
「
砂
胆
」
の
仕
方
話
に
近
い
例
は
、
い
わ
ゆ
る
無
奉
公
物
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
「
荘
々
頭
」
や
「
竹
生
嶋
参
（
詣
）
」
の
仕
方
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず

れ
も
冠
者
の
近
い
過
去
の
体
験
談
を
話
す
か
た
ち
で
、
所
作
も
伴
う
。
特
に
「
 
立

頭
」
の
場
合
は
、
都
の
上
臆
や
お
は
し
た
、
そ
し
て
冠
者
自
身
の
演
じ
分
け
が
あ

り
、
話
芸
と
し
て
は
、
「
勘
忍
」
の
仕
方
話
に
最
も
近
い
位
相
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
「
縄
絢
」
の
話
が
増
幅
の
方
向
を
た
ど
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
仕
方
話
の
技
法

が
参
照
さ
れ
、
取
り
込
ま
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
た
だ
悪
態

を
並
べ
る
程
度
で
あ
っ
た
冠
者
の
話
は
、
話
芸
と
し
て
か
な
り
し
ど
こ
ろ
の
あ
る

劇
中
芸
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
し
か
し
ま
た
、
「
興
業
」
の
仕
方
話
が
、
無
奉
公
物
の
そ
れ
と
演
出
上
異
な
る
点

が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
話
の
聞
き
手
が
、
途
中
で
（
し
か
も
冠
者

の
知
ら
な
い
う
ち
に
）
別
人
に
替
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
仕
方
話
を
伴
う
縄
白
い
の
場
面
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冠
者
を
欺
く
仕
掛

け
の
一
環
の
中
に
あ
る
。
聞
き
手
が
、
も
と
の
主
人
か
ら
何
某
に
入
れ
替
わ
る
と
、

背
後
に
話
を
聞
か
れ
て
は
な
ら
な
い
相
手
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冠
者
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に
話
し
続
け
る
。
こ
の
場
面
は
、
そ
う
し
た
趣
向
に
お
い

て
も
、
一
つ
の
見
せ
場
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
形
成
当
初

か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
入
れ
替
わ
り
の
趣
向
は
、
他
の
曲
に
も
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

天
正
本
に
あ
る
「
犬
引
座
頭
」
で
は
、
鷹
狩
り
に
行
く
殿
に
よ
っ
て
、
座
頭
の
妻

と
犬
と
が
入
れ
替
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
正
本
の
目
録
に
曲
名
が
あ
る
「
猿
座
頭
」

で
も
、
猿
引
き
の
策
略
に
よ
り
、
勾
当
の
妻
と
猿
と
が
入
れ
替
え
ら
れ
る
。
い
ず

れ
も
盲
目
で
あ
る
た
め
に
、
相
手
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
気
付
か
な
い
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
こ
の
人
と
動
物
の
〈
入
れ
替
わ
り
〉
と
い
う
発
想
は
、
室
町
物
語
『
さ

さ
や
き
竹
』
や
昔
話
「
牛
の
嫁
入
り
」
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
種
の
趣
向
に
は
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

う
し
た
背
景
を
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

 
他
に
、
天
正
本
に
記
載
の
あ
る
曲
と
し
て
は
、
「
瓜
盗
人
」
に
も
案
山
子
と
畑
主

の
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
と
物
の
入
れ
替
わ
り
で
あ
る
が
、
〈
変
装
〉
を

伴
う
も
の
で
あ
る
。

 
「
花
子
」
も
「
十
夜
帰
り
」
の
曲
名
で
天
正
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
太
郎
冠
者

と
そ
の
主
人
の
妻
と
が
入
れ
替
わ
る
だ
け
で
な
く
、
小
袖
（
座
禅
蓑
）
を
被
っ
た

人
物
の
前
で
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
相
手
の
悪
口
を
言
っ
た
り
す
る
状
況
は
「
縄
絢
」

と
類
似
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、
小
袖
で
顔
を
隠
す
と
い
う
、
一
種
の
〈
変

装
〉
を
伴
う
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 

 
以
上
の
よ
う
に
、
人
と
人
（
ま
た
は
動
物
・
物
）
の
く
入
れ
替
わ
り
〉
の
趣
向

は
、
天
正
本
に
記
載
の
あ
る
、
中
世
に
形
成
さ
れ
て
い
た
曲
に
も
す
で
に
見
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
〈
入
れ
替
わ
り
〉
と
い
う
趣
向
を
一
般
化
し
て
い
え
ぼ
、
以
下
の
よ
う
に

な
ろ
う
。
あ
る
人
物
が
A
と
認
識
し
て
い
た
人
物
（
物
）
が
、
い
つ
の
ま
に
か
他

の
人
物
の
策
略
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
る
B
に
変
化
す
る
（
入
れ
替
わ
る
）
。
し
か

し
、
あ
る
人
物
は
そ
れ
に
全
く
気
付
か
ず
、
依
然
と
し
て
A
と
い
う
認
識
の
ま
ま

で
あ
り
、
そ
の
「
A
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
「
B
」
と
い
う
実
体
の
ず
れ
か
ら

生
じ
た
ふ
る
ま
い
が
観
客
の
笑
い
を
引
き
起
こ
す
が
、
や
が
て
そ
れ
が
B
で
あ
る

こ
と
を
発
見
し
て
、
あ
る
人
物
は
大
い
に
驚
く
の
で
あ
る
。

 
従
っ
て
、
こ
の
趣
向
に
お
い
て
は
、
〈
入
れ
替
わ
り
〉
に
気
付
か
せ
な
い
手
だ
て

が
肝
要
と
な
る
。
「
猿
座
頭
」
「
犬
引
座
頭
」
で
は
、
盲
目
と
い
う
条
件
が
前
提
に

な
っ
て
い
る
。
「
瓜
盗
人
」
で
は
、
変
装
す
る
こ
と
で
気
付
か
せ
な
い
。
「
花
子
」

で
も
小
袖
を
被
る
こ
と
で
く
入
れ
替
わ
り
〉
に
す
ぐ
に
気
付
か
せ
な
い
設
定
で
あ

る
。 

「
縄
絢
」
の
場
合
、
何
某
は
冠
者
が
縄
を
絢
う
間
、
そ
の
背
後
に
座
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
も
と
も
と
主
人
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
主
人
が
冠
者
の
背

後
で
縄
の
端
を
控
え
る
と
い
う
行
為
自
体
が
、
〈
入
れ
替
わ
り
〉
を
冠
者
に
気
付
か

れ
ず
に
行
な
う
た
め
の
手
だ
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
主
人
が
縄
の
端
を
持
つ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

は
、
縄
の
繕
り
が
戻
ら
な
い
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
縄
を
絢
う
の
に
必
ず

し
も
不
可
欠
な
行
為
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
で
何
某
は
冠
者
に
は
見
え
な
い
位
置

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
人
と
人
と
の
〈
入
れ
替
わ
り
〉
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
瓜
盗
人
」
や
「
花
子
」
の
よ
う
な
く
変
装
V
を
伴
わ
な
い

〈
入
れ
替
わ
り
〉
と
い
う
、
あ
ら
た
な
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
「
縄
絢
」
に
は
、
「
屡
痢
」
に
含
ま
れ
る
「
主
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
仕
事
を
太
郎

冠
者
が
作
病
に
よ
っ
て
拒
否
す
る
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
い
さ
さ
か
変
形
を

加
え
た
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
条
件
が
変
わ
る
と
、
冠
者
は
そ
れ
ま
で

出
来
な
い
と
言
っ
た
仕
事
を
し
ょ
う
と
す
る
」
と
い
う
筋
立
て
に
お
い
て
も
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
「
縄
絢
」
が
「
屡
痢
」
の
よ
う
な
曲
の

影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。
「
縄
絢
」
と
「
疹
痢
」
の

先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
臆
断
の
域
を
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
つ
の

可
能
性
と
し
て
提
出
し
て
お
き
た
い
。

 
本
曲
の
眼
目
で
あ
る
冠
者
の
縄
互
い
は
、
主
人
の
計
略
に
沿
う
か
た
ち
で
劇
中

に
設
定
さ
れ
る
。
出
来
な
い
と
言
っ
た
は
ず
の
仕
事
を
冠
者
に
さ
せ
て
、
そ
れ
を

何
某
に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
縄
を
絢
う
演
技
は
、
も
と
も
と
本
物
の
藁
を
使
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う
写
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
中
期
以
降
、
（
和
泉
流
を
除
き
）
次
第
に
布

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
式
化
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
冠
者
が

縄
を
沿
う
所
作
は
「
太
刀
奪
」
「
真
奪
」
に
も
あ
り
、
こ
う
し
た
演
技
に
つ
い
て
は

相
互
に
影
響
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
縄
絢
い
に
伴
う
話
は
、
当
初
は
冠
者
の
雑
談
と
い
う
か
た
ち
で
、
何
某
や
そ
の

妻
へ
の
悪
口
を
中
心
と
す
る
、
比
較
的
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
期

を
通
し
て
次
第
に
内
容
が
増
幅
さ
れ
、
話
芸
と
し
て
の
充
実
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
「
千
々
頭
」
の
よ
う
な
曲
に
存
す
る
、
仕
方
話
の
技
法
が

参
照
さ
れ
、
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
面
に
は
、
聞
き
手

が
途
中
で
主
人
か
ら
何
某
に
替
る
と
い
う
仕
掛
け
が
あ
り
、
他
の
〈
入
れ
替
わ
り
〉

の
趣
向
を
具
え
る
丁
田
と
比
べ
て
も
あ
ら
た
な
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
。

 
「
道
者
」
の
冠
者
は
、
感
情
の
変
化
が
著
し
い
。
ま
ず
何
某
方
で
真
実
を
知
っ
て

驚
き
、
主
人
へ
の
不
満
を
胸
に
何
某
へ
の
反
抗
を
始
め
る
。
し
か
し
一
転
し
て
、

元
の
主
人
の
と
こ
ろ
へ
戻
れ
る
喜
び
と
な
り
、
嬉
々
と
し
て
縄
を
遭
い
つ
つ
、
何

某
へ
の
欝
憤
晴
ら
し
と
し
て
の
悪
口
が
思
う
存
分
繰
り
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
後
に
は
、
そ
の
何
某
が
背
後
に
い
て
す
べ
て
を
聞
い
て
い
た
と
い
う
、
と
て
つ

も
な
い
驚
愕
が
待
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
本
曲
に
は
、
太
郎
冠
者
の
喜
怒
哀
楽
が
凝

縮
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
感
情
の
底
に
は
、
一
貫
し
て
冠
者
の
主
人
へ
の
愛
着
が
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
曲
の
冠
者
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
そ
の
主
人
の
計
略
に

翻
弄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
は
（
「
抜
殻
」
な
ど
と
と
も
に
）
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
に
い
う
受
動
的
な
太
郎
冠
者
の
極
端
な
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

た
と
え
博
変
の
か
た
に
さ
れ
よ
う
と
も
変
わ
ら
な
い
主
人
へ
の
愛
着
ぶ
り
は
、
け

な
げ
で
あ
り
、
微
笑
ま
し
く
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
方
で
、
何
某
へ
の
露
骨
な
反

抗
や
悪
態
の
数
々
な
ど
、
ふ
て
ぶ
て
し
さ
も
失
っ
て
は
い
な
い
。
本
曲
に
よ
っ
て
、

狂
言
は
、
あ
ら
た
な
太
郎
冠
者
の
造
型
を
ま
た
一
つ
獲
得
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い

で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
 
茂
山
千
五
砂
漏
で
は
「
太
郎
殿
」
と
呼
ば
れ
る
。
通
常
は
役
者
の
実
名
で

 
 
呼
ぶ
が
、
後
で
散
々
に
そ
し
ら
れ
る
た
め
に
、
こ
の
役
に
限
っ
て
こ
う
し
た

 
 
名
を
与
え
た
ら
し
い
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
（
北
川
忠
彦
氏
・
安

 
 
田
章
典
校
注
、
小
学
館
、
昭
和
4
7
）
「
縄
絢
」
頭
注
参
照
。
な
お
狂
言
記
で
は

 
 
こ
の
役
に
刑
部
三
郎
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
 
杉
森
美
代
子
氏
『
狂
言
研
究
-
考
察
と
鑑
賞
1
』
（
桜
幣
社
、
昭
4
4
）
H
l

 
 
二
「
狂
言
鑑
賞
の
栞
」
「
縄
絢
」
。
『
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
「
縄
絢
」
（
松
岡
心
平
氏
執
筆
）
等
が
参

 
 
考
に
な
る
。

（
3
）
安
藤
常
次
郎
受
忍
『
狂
言
総
覧
一
内
容
・
構
想
・
演
出
1
』
（
能
楽
書
林
、

 
 
昭
4
8
）
「
縄
絢
」
〈
構
想
〉
の
項
（
安
藤
常
次
郎
氏
執
筆
）
に
、
「
太
郎
冠
者
が

 
 
新
し
い
主
人
の
家
族
を
嫌
っ
て
、
そ
の
悪
口
を
言
う
長
い
仕
方
話
に
構
想
の

 
 
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
4
）
 
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
宜
上
、
表
記
を
改
め

 
 
た
場
合
が
あ
る
。

（
5
）
 
「
今
更
」
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
拙
稿
「
狂
言
「
今
参
」
考
」
（
『
山
口
県
立

 
 
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
5
、
平
1
1
・
3
）
で
考
察
し
た
。

（
6
）
 
古
川
当
量
・
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
）
「
縄
絢
」
の
項
及
び
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
四
巻
（
岩

 
 
波
書
店
、
昭
5
9
）
「
縄
帯
」
の
項
（
小
林
責
氏
執
筆
）
に
、
狂
言
記
は
、
太
郎

 
 
冠
者
の
悪
態
よ
り
も
、
前
半
の
何
某
方
で
働
く
ま
い
と
抵
抗
す
る
部
分
に
中

 
 
心
が
あ
る
旨
の
指
摘
が
あ
る
。

（
7
）
 
鷺
仁
右
衛
門
派
で
は
、
主
人
が
博
変
に
勝
っ
て
冠
者
を
取
り
戻
し
た
と
い

 
 
う
嘘
が
な
い
。
従
っ
て
、
主
人
は
「
急
に
要
る
こ
と
が
あ
る
程
に
、
な
う
て

 
 
く
れ
ま
い
か
」
（
安
政
賢
笑
本
）
な
ど
と
言
う
の
で
あ
り
、
銭
さ
し
の
縄
を
絢

 
 
う
と
い
う
設
定
で
は
な
い
。
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（
8
）
 
杉
森
美
代
子
氏
『
狂
言
研
究
-
考
察
と
鑑
賞
1
』
（
桜
楓
社
、
昭
4
4
）
H
一

 
 
二
「
狂
言
鑑
賞
の
栞
」
「
縄
墨
」
。

（
9
）
 
現
在
、
大
蔵
流
で
は
「
疹
痢
」
ま
た
は
「
屡
痺
」
、
和
泉
流
で
は
「
痺
」
と

 
 
表
記
す
る
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
「
瘍
痢
」
の
表
記
に
統
一
す
る
。

（
1
0
）
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
記
』
（
橋
本
朝
生
氏
・
土
井
洋
一
氏
校
注
、

 
 
岩
波
書
店
、
平
8
）
「
さ
し
縄
」
脚
注
に
指
摘
が
あ
る
。

（
1
1
）
 
「
清
水
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
狂
言
「
清
水
」
「
抜
殻
」
考
」
（
『
山
口
県

 
 
立
大
学
国
際
文
化
学
紀
要
』
7
、
平
1
3
）
で
考
察
を
加
え
た
。

（
1
2
）
 
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
3
）
 
条
件
が
異
な
る
と
冠
者
が
対
照
的
な
態
度
を
示
す
例
は
、
「
寝
音
曲
」
に
も

 
 
認
め
ら
れ
る
。
謡
を
謡
え
と
命
じ
ら
れ
た
冠
者
は
、
（
酒
を
飲
み
、
寝
な
い
と
）

 
 
謡
え
な
い
と
言
う
が
、
主
人
が
酒
を
飲
ま
せ
膝
枕
を
貸
す
と
謡
う
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
 
「
太
刀
奪
」
（
「
真
奪
」
）
と
「
麗
物
」
「
成
上
り
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙

 
 
稿
「
狂
言
「
空
腕
」
考
」
（
『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
1
1
、
平

 
 
1
7
・
3
）
で
も
触
れ
た
。

（
1
5
）
 
鷺
流
で
は
、
最
古
本
の
延
宝
忠
政
本
に
「
真
奪
」
が
あ
る
が
、
「
ナ
ワ
」
と

 
 
あ
る
の
み
で
、
藁
か
布
か
は
不
明
。

（
1
6
）
 
京
都
・
壬
生
大
念
仏
狂
言
「
花
盗
人
」
及
び
千
本
閻
魔
堂
狂
言
「
花
折
り
」

 
 
は
、
「
真
奪
」
に
相
当
す
る
曲
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
縄
を
絢
う
前
に
藁
を
打

 
 
つ
所
作
が
あ
る
（
筆
者
の
実
見
に
よ
る
）
。
多
田
直
酒
『
壬
生
狂
言
』
（
清
文

 
 
社
、
昭
5
4
）
、
森
康
尚
掌
編
『
千
本
え
ん
ま
堂
資
料
（
1
）
 
千
本
え
ん
ま
堂

 
 
大
念
仏
狂
言
台
本
集
』
（
私
家
版
、
昭
4
9
）
参
照
。

（
1
7
）
 
「
鰹
庖
丁
」
に
も
、
江
戸
初
期
の
時
点
で
現
行
の
よ
う
な
長
い
仕
方
話
が
あ

 
 
つ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
伯
父
が
甥
を
口
だ
け
で
も
て

 
 
な
す
と
い
う
設
定
の
も
と
に
料
理
の
様
な
ど
を
見
せ
る
の
で
あ
り
、
無
奉
公

 
 
物
の
よ
う
に
、
直
近
の
過
去
の
体
験
談
の
か
た
ち
で
は
な
い
。

（
1
8
）
 
同
じ
太
郎
冠
者
物
の
「
空
腕
」
に
も
、
こ
れ
と
近
い
状
況
が
見
ら
れ
る
。

 
 
「
空
腕
」
で
は
、
冠
者
の
失
態
を
知
っ
て
い
る
主
人
の
前
で
、
冠
者
が
得
々

 
 
と
手
柄
話
を
聞
か
せ
る
。
こ
れ
も
聞
か
れ
て
は
な
ら
な
い
相
手
の
前
で
、
知

 
 
ら
ず
に
冠
者
が
話
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。
注
（
1
4
）
の
拙
稿
参
照
。

（
1
9
）
 
日
本
の
文
学
・
古
典
編
『
能
 
能
楽
論
 
狂
言
』
（
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
6
2
）

 
 
「
猿
座
頭
」
解
説
（
橋
本
朝
生
氏
執
筆
）
参
照
。

（
2
0
）
 
こ
の
他
、
物
と
物
の
入
れ
替
え
は
「
墨
塗
」
に
例
が
あ
る
。
女
が
泣
い
て

 
 
い
る
（
泣
く
真
似
を
し
て
い
る
）
う
ち
に
、
太
郎
冠
者
が
水
と
墨
を
入
れ
替

 
 
え
て
お
く
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
 
太
郎
冠
者
は
「
総
じ
て
あ
と
を
控
え
て
貰
ゆ
れ
ば
、
ひ
と
し
ほ
早
う
絢
ゆ

 
 
る
こ
と
で
ご
ざ
る
」
（
茂
山
真
一
本
）
な
ど
と
言
う
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂

 
 
主
思
』
（
北
川
忠
彦
氏
・
安
田
運
算
校
注
、
小
学
館
、
昭
4
7
）
「
癖
直
」
頭
注

 
 
に
、
「
後
ろ
を
引
っ
張
っ
て
も
ら
う
と
そ
れ
だ
け
生
り
の
戻
り
が
少
な
い
か
ら

 
 
で
あ
る
」
と
あ
る
。

（
2
2
）
 
注
（
1
1
）
の
拙
稿
で
、
能
動
的
な
冠
者
と
受
動
的
な
冠
者
と
い
う
、
太
郎

 
 
冠
者
の
二
つ
の
類
型
に
つ
い
て
触
れ
た
。

〔
補
記
〕
入
稿
後
、
永
井
猛
氏
「
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
狂
言
」
（
『
武
蔵
野
文
学
』

5
3
、
平
1
7
・
1
1
）
に
よ
っ
て
、
般
若
異
文
蓄
蔵
『
江
戸
初
期
能
組
控
』
に
、
慶
安

四
年
時
点
で
の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
狂
言
に
関
す
る
注
記
が
あ
り
、
「
ワ
ラ
ウ
チ
」

に
つ
い
て
は
、
「
も
し
太
刀
ぼ
い
の
事
に
て
候
や
」
と
記
す
こ
と
を
知
っ
た
。
永
井

氏
も
「
〈
太
刀
奪
〉
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
〈
三
面
〉
を
指
す
の
か
、
確
定
で
き

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
芸
能
論
）

一 23 一


