
狂
言
「
煎
物
」
考

蒜
旧

不

田
 
 
秀
 
 
雄

記
こ
Φ
O
H
Z
＞
∪
〉

は
じ
め
に

 
「
煎
物
」
は
、
中
世
狂
言
の
面
影
を
残
す
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
）
に

記
載
が
あ
り
（
曲
名
は
「
お
せ
ち
物
（
お
煎
物
）
」
）
、
中
世
に
形
成
さ
れ
た
曲
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
本
曲
は
、
江
戸
初
期
以
来
、
諸
流
台
本
に
見
え
、
大

蔵
・
和
泉
両
流
の
現
行
曲
で
あ
る
。
鷺
流
に
も
仁
右
衛
門
派
・
伝
右
衛
門
派
と
も

に
あ
っ
た
。
群
小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ
る
狂
言
記
拾
遺
に
も
あ
る
（
「
煎
物
売
」
）
。

上
演
記
録
の
初
見
は
、
慶
長
八
年
四
月
六
日
の
も
の
で
あ
る
（
『
古
之
御
能
組
』
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
現
行
大
蔵
・
和
泉
流
の
粗
筋
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
祇
園
会
の
頭
に
当
た
っ

た
主
人
は
、
難
子
物
の
稽
古
を
す
る
た
め
、
太
郎
冠
者
に
近
所
の
衆
を
呼
び
に
行

か
せ
る
。
集
ま
っ
た
衆
と
と
も
に
、
「
時
雨
の
雨
に
濡
れ
じ
と
て
、
鷺
が
橋
を
渡

 
 
 
か
さ
さ
ぎ

い
た
、
鵠
の
橋
を
渡
い
た
り
や
さ
う
よ
の
」
と
い
う
嗜
子
物
の
稽
古
を
始
め
る
。

す
る
と
、
そ
こ
へ
煎
じ
物
売
り
が
や
っ
て
来
て
、
煎
じ
物
を
皆
に
進
め
る
が
稽
古

中
と
て
断
ら
れ
た
あ
げ
く
に
、
稽
古
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
売
る
な
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
江
平
物
に
合
わ
せ
て
売
ろ
う
と
、
煎
じ
物
売
り
は
、
喘
子
物
に
合
わ
せ
、

拍
子
に
か
か
っ
て
売
り
声
を
上
げ
る
。
そ
の
う
ち
、
主
人
が
掲
鼓
を
着
け
て
舞
い

始
め
る
と
、
煎
物
売
り
は
そ
れ
を
見
て
浮
か
れ
、
自
ら
も
商
売
道
具
の
焙
烙
を
腹

に
着
け
て
掲
鼓
に
見
立
て
、
主
人
を
真
似
て
舞
う
が
、
最
後
に
は
焙
烙
を
割
っ
て

し
ま
・
つ
。

 
本
曲
は
、
中
世
の
祭
礼
に
お
け
る
嗜
子
物
や
商
業
風
俗
が
扱
わ
れ
る
な
ど
、
興

味
深
い
内
容
を
も
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
煎
じ
物
売
り
の
売
り
声
を
取
り
上
げ
た
馬

 
 
 
 
 
 
 
 
 

場
光
子
氏
の
論
考
が
あ
る
他
に
、
ま
と
ま
っ
た
作
品
研
究
は
な
い
よ
う
で
あ
る

（
た
だ
し
、
橋
本
朝
生
氏
は
、
狂
言
に
現
れ
る
茶
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
中
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

こ
の
「
煎
物
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
）
。

 
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
い
ま
だ
結
論
の
な
い
狂
言

「
煎
物
」
の
形
成
と
構
想
及
び
演
出
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
を
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。一

、
祇
園
会
の
稽
古
1
「
閣
罪
人
」
と
の
関
連

 
「
煎
物
」
の
冒
頭
で
は
、
現
行
大
蔵
・
和
泉
両
流
と
も
に
、
祭
に
鵠
の
難
子
物

を
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
お
り
、
近
所
の
衆
が
集
ま
る
と
、
た
だ

ち
に
そ
の
鱈
子
物
の
稽
古
に
入
る
。

 
し
か
し
、
古
く
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
虎
明
津
・
天
理
本
と
い
っ
た
江
戸
初

期
の
古
台
本
に
よ
る
と
、
ま
ず
山
の
趣
向
を
相
談
し
て
、
そ
の
中
で
鵠
の
斯
斯
物

に
決
め
る
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
天
理
本
の
冒
頭
は

次
の
通
り
で
あ
る
。
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し
う
出
て
名
乗
、
く
じ
ざ
い
人
の
こ
・
ろ
也
、
客
衆
よ
ぴ
あ
つ
め
て
、
い
ど

 
 
こ
ろ
い
つ
れ
も
、
く
じ
ざ
い
人
の
心
也
、
太
郎
く
わ
じ
ゃ
は
、
つ
“
み
打
の

 
 
ま
へ
に
な
を
る
、
だ
ん
か
う
し
て
み
る
、
シ
ヵ
ー
、
て
い
し
ゅ
、
「
山
二
つ
つ

 
 
く
っ
て
、
壱
つ
に
は
さ
ぎ
を
大
き
に
作
て
、
又
一
つ
に
は
は
し
を
か
け
て
、

 
 
大
笠
を
さ
し
か
け
て
、
か
さ
鷺
の
は
し
の
て
い
は
な
に
と
あ
ら
ふ
ぞ
」
と
云
、

 
 
客
衆
「
よ
か
ら
ふ
」
と
云
て
「
拍
子
は
」
と
云
、
て
い
し
ゅ
「
時
雨
の
雨
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
を
云
、
「
一
段
と
お
も
し
ろ
い
」
と
云
て
、
一
辺
は
や
い
て
か
ら
た
つ

］
方
、
虎
明
本
は
後
記
に
、

 
 
み
な
を
よ
び
よ
せ
て
、
山
の
だ
ん
か
う
を
し
て
、
て
い
し
ゅ
、
我
ら
の
な
い

 
 
く
ぞ
ん
ず
る
は
、
山
を
二
つ
つ
く
っ
て
、
そ
れ
に
橋
を
か
け
、
か
さ
・
ぎ

 
 
の
は
し
を
わ
た
ひ
た
と
い
ふ
は
や
し
物
を
い
た
さ
う
と
存
る
が
、
何
と
あ
ら

 
 
ふ
ぞ
と
い
ふ
て
、
は
や
し
物
の
け
い
こ
す
る
事
も
あ
り

と
あ
っ
て
、
や
は
り
山
の
談
合
を
す
る
演
じ
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。
こ
れ
は
、

天
理
本
の
傍
線
部
に
「
く
じ
ざ
い
人
の
こ
・
ろ
（
心
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は

り
祇
園
会
を
扱
っ
た
狂
言
「
國
罪
人
」
と
同
様
の
発
端
で
あ
る
。
た
だ
し
虎
明
鑑

で
は
、
右
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
別
演
出
の
扱
い
で
あ
り
、
本
演
出
に
は
す
で
に

現
行
と
同
じ
発
端
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
中
期
の
大
蔵
八
右
衛
門

派
の
伊
藤
源
之
丞
本
は
、
山
の
談
合
を
す
る
場
面
が
あ
り
、
霊
寺
本
別
演
出
の
発

端
部
を
踏
襲
し
て
い
る
。
寛
政
有
江
本
や
安
政
賢
通
本
な
ど
の
鷺
仁
右
衛
門
派
台

本
、
及
び
狂
言
記
拾
遺
も
同
様
で
あ
っ
た
。

 
「
閣
罪
人
」
と
い
う
曲
は
、
天
正
本
に
記
載
が
な
く
、
中
世
の
上
演
記
録
も
見

出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
は
室
町
期
の
形
成
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
祇
園
会
（
祇
園
祭
）
の
山
鉾
の
趣
向
は
、
現
在
は
固
定
し
て
い

て
毎
年
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
狂
言
で
は
、
そ
の
年
の
山
の
趣
向
を
あ
ら

た
に
相
談
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
こ
の
山
の
趣
向
が
毎
年
異
な
る
と
い
う
設

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

定
に
、
祇
園
会
風
流
の
固
定
前
の
様
態
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
江
戸
初
期
の
時
点
で
、
こ
の
よ
う
に
「
煎
物
」
が
「
國
罪
人
」
と
同
じ
発
端
で

あ
っ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
祇
園
会
の
出
し
物
の
相
談
か
ら
始
ま
る
と
い
う

発
端
の
構
想
は
、
「
閣
罪
人
」
に
お
い
て
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
主
人
や
近
所

の
衆
の
提
案
に
対
し
て
、
太
郎
冠
者
が
差
し
出
て
、
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
う
ち

消
す
と
い
う
展
開
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
煎
物
」
で
は
、
相
談
の
場

面
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
談
合
の
場
面
は
必
ず

し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
発
端
部
は
「
閣
罪
人
」
の
影

響
下
に
あ
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
中
世
の
形
態
を
書
き
留
め
て
い
る
は
ず
の
天
正
本
（
「
お
せ
ち
物

（
お
煎
物
）
」
）
は
「
当
年
の
神
事
」
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
難
子
物
も
「
時
雨
の

離
子
物
」
と
す
る
。

 
 
一
、
大
名
出
て
人
を
呼
ひ
出
す
、
一
人
出
る
、
当
年
の
神
事
に
時
雨
の
捻
子

 
 
物
を
す
る
、
女
と
も
あ
ま
た
、
時
雨
の
雨
に
濡
れ
し
と
て
笠
鷺
の
橋
を
渡
た
、

 
 
く
（
下
略
）

女
性
た
ち
が
三
物
を
す
る
の
も
諸
流
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
免
．
」
の
天
正
本
＋

の
か
た
ち
を
古
態
も
し
く
は
原
型
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
祇
園
会
と
い
う
設
定
は
、

形
成
後
の
あ
る
段
階
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
段
階
で
「
國
罪

人
」
か
ら
の
場
面
の
取
り
込
み
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
天
正
本
に
見
ら
れ
る
難
子
物
の
詞
章
は
、
江
戸
初
期
以
降
の
諸

流
に
あ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
右
の
通
り
鵠
を
謡
う
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
鵠
の
難
子
物
を
伴
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
風
流
の
出

し
物
は
、
早
く
南
北
朝
期
か
ら
祇
園
会
に
出
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
『
師
守
記
』
貞
治
四
年
六
月
十
四
日
条
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
今
日
祇
園
御
霊
会
年
例
、
作
山
一
両
有
之
云
々
、
今
年
重
圏
鉾
元
之
云
々

と
見
え
る
笠
鷺
鉾
（
沢
里
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都
府
立
総
合
資
料
平
蔵

「
八
坂
神
社
文
書
」
写
真
帳
に
よ
っ
て
河
内
将
芳
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
祇

園
会
山
鉾
事
』
（
『
祇
園
社
記
』
第
十
五
所
収
）
に
は
、
応
仁
の
乱
以
前
に
出
た
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉾
と
し
て
、
コ
、
さ
き
ほ
く
 
北
は
た
け
」
の
記
述
が
あ
っ
た
。
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こ
の
笠
菅
鉾
は
、
中
世
に
流
行
し
た
風
流
の
一
種
で
、
橋
や
鷺
を
飾
っ
た
大
き

な
傘
を
中
心
に
難
子
物
（
鷺
の
仮
装
を
伴
う
）
を
行
う
傘
鉾
の
形
態
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
模
本
月
次
祭
礼
図
屏
風
』
参
照
）
。
そ

の
離
子
物
で
謡
わ
れ
た
歌
謡
の
詞
章
が
、
現
在
も
島
根
県
津
和
野
町
に
伝
承
さ
れ

る
鷺
舞
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
路
興
造
氏
が
『
看
聞
日
記
』

永
享
十
年
六
月
十
四
日
条
の
記
述
（
「
笠
鷺
雨
中
参
、
ぬ
れ
く
舞
、
有
其
興
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ
っ
て
考
証
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
津
和
野
に
伝
わ
る

鷺
舞
の
歌
謡
は
、

 
 
 
 
 

 
 
は
し
の
う
え
に
お
り
一
た
一
 
と
薫
り
は
な
一
ん
ど
一
り
 
か
一
わ
さ
さ
一

 
 
ぎ
一
の
一
 
か
一
わ
さ
さ
一
ぎ
一
の
一
 
や
あ
一
か
一
わ
さ
さ
ぎ
 
さ
一
ぎ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
が
は
一
し
う
わ
一
た
い
た
 
さ
一
ぎ
が
は
医
し
う
わ
一
た
い
た
 
ひ
ぐ
れ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

 
 
あ
一
め
に
ぬ
れ
と
一
り
と
量
り
一

と
い
う
も
の
で
、
「
橋
」
「
鵠
」
「
時
雨
」
と
い
う
言
葉
を
含
み
、
狂
言
の
単
子
物

と
全
く
同
趣
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

 
「
煎
物
」
に
お
け
る
祇
園
会
の
設
定
は
、
や
は
り
形
成
当
初
か
ら
の
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た
通
り
、
大
蔵
・
和
泉
の
江
戸
初
期
台
本
に
は
、
「
山

二
つ
つ
く
っ
て
、
七
つ
に
は
さ
ぎ
を
大
き
に
作
て
、
又
一
つ
に
は
は
し
を
か
け
て
、

大
笠
を
さ
し
か
け
て
、
か
さ
鷺
の
は
し
の
て
い
は
な
に
と
あ
ら
ふ
ぞ
」
（
天
理
本
）
、

「
山
を
二
つ
つ
く
っ
て
、
そ
れ
に
橋
を
か
け
、
か
さ
・
ぎ
の
は
し
を
わ
た
い
た
と

い
ふ
は
や
し
物
を
い
た
さ
う
と
認
る
」
（
虎
明
本
）
と
あ
り
、
橋
や
鷺
、
ま
た
は

傘
の
作
り
物
に
伴
う
唾
子
物
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
り
物
は
、

明
ら
か
に
笠
鷺
鉾
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
狂
言
「
煎
物
」
に

扱
う
唾
子
物
は
、
応
仁
の
乱
以
前
に
祇
園
会
に
出
て
い
た
笠
鷺
鉾
の
そ
れ
を
基
に

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

 
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
「
当
年
の
神
事
」
と
す
る
天
正
本
の
設
定
は
、

必
ず
し
も
本
来
の
か
た
ち
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
た
だ
し
、
そ
の
他

の
部
分
の
古
態
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。
こ
こ
に
は
天
正
本
の
地
域
性

と
い
う
問
題
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
正
本
は
、
東
北
地
方
で
見
出
さ

れ
た
資
料
で
あ
り
、
同
本
「
大
黒
」
（
諸
流
の
「
大
黒
連
歌
」
）
に
柳
井
津
の
虚
空

蔵
に
祀
ら
れ
る
大
黒
が
出
る
な
ど
、
独
特
の
地
方
的
色
彩
が
あ
る
こ
と
が
早
く
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
天
正
本
「
お
せ
ち
物
（
お
煎
物
）
」
は
、
諸
流
「
煎
物
」

の
原
型
か
ら
、
祇
園
会
と
い
う
設
定
を
は
ず
し
た
段
階
の
内
容
を
伝
え
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
（
「
國
罪
人
」
と
同
じ
く
）
祇
園
会
と
い
う
設
定
、
そ
し
て
山

の
談
合
の
場
面
を
も
つ
発
端
が
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
曲
に
描
か
れ

る
の
は
、
祇
園
会
を
後
日
に
控
え
て
の
難
子
物
の
「
稽
古
」
の
場
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。

 
と
こ
ろ
が
、
現
行
大
蔵
流
で
は
、
曲
の
途
中
で
、
い
き
な
り
祭
の
当
日
に
な
っ

た
か
の
よ
う
な
展
開
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
が
掲
鼓
を
打
ち
出
す
の
を
見
た

煎
物
売
り
が
、
「
イ
ヤ
、
は
や
祭
が
渡
る
そ
う
な
。
さ
ら
ば
こ
れ
へ
寄
っ
て
見
物

致
そ
う
」
（
山
本
東
本
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
従
来
、
狂
言
が
一
貫
し
た
筋
を
楽
し
む
よ
り
も
場
面
本
位
の
劇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
と
さ
れ
て
き
た
が
、
響
町
本
や
天
理
本
等
の
江
戸
初
期
台

本
で
は
、
途
中
で
祭
の
当
日
に
な
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
ず
、
主
人
に
よ
る
謁
鼓
の

舞
も
、
辛
子
物
の
稽
古
の
延
長
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

 
江
戸
中
期
・
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
伊
藤
源
之
丞
本
に
は
、
冒
頭
で
祇
園
会
の
山

の
相
談
を
す
る
場
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亭
主
が
弓
造
を
打
ち
出
す
と
、

煎
じ
物
売
り
の
「
あ
・
、
渡
る
ハ
く
。
た
ま
ら
ぬ
面
白
事
じ
ゃ
」
と
い
う
、
祭

の
行
列
が
渡
る
の
を
見
る
と
解
さ
れ
る
せ
り
ふ
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
演
出
が

現
行
大
蔵
流
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
虎
寛
本
に
も
現
行
と
同
じ
く

「
イ
ヤ
、
は
や
祭
が
渡
る
さ
う
な
」
と
い
う
せ
り
ふ
が
注
記
に
見
え
る
）
。

 
い
つ
の
ま
に
か
祭
の
当
日
に
な
っ
た
か
の
よ
う
な
せ
り
ふ
は
、
鷺
仁
右
衛
門
派

の
寛
政
有
江
本
に
も
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
仁
右
衛
門
派
で
も
、
安
政
賢
宰
本
な

ど
の
江
戸
末
期
の
台
本
は
、
主
人
に
よ
る
掲
鼓
の
舞
も
「
山
の
お
稽
古
」
が
始
ま
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つ
た
と
し
て
、
あ
く
ま
で
稽
古
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
鷺
伝
右
衛

門
派
の
最
古
本
で
あ
る
享
保
保
教
本
の
み
は
、
冒
頭
か
ら
祭
の
当
日
と
い
う
設
定

で
あ
る
の
が
特
異
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
派
江
戸
末
期
の
常
磐
松
文
庫
本
は
、
最

初
は
や
は
り
稽
古
に
な
っ
て
お
り
、
謁
鼓
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
煎
じ
物
売
り
の

「
祭
が
渡
る
」
と
い
う
せ
り
ふ
が
見
え
、
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
流
と
同
様
の
か

た
ち
で
あ
っ
た
。

 
鷺
流
に
お
い
て
、
途
中
か
ら
祭
の
当
日
と
な
る
演
出
が
以
上
の
よ
う
に
不
安
定

で
あ
る
の
は
、
や
は
り
そ
れ
が
本
来
の
も
の
で
は
な
い
（
大
蔵
流
の
影
響
か
）
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
享
保
保
教
本
が
最
初
か
ら
祭
の
当
日
と

す
る
の
は
、
そ
う
し
た
演
出
を
承
け
て
合
理
化
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
祇
園
会
の
喉
子
物
の
、
し
か
も
「
稽
古
」
の
場
で

の
出
来
事
と
す
る
の
が
、
や
は
り
本
曲
の
基
本
的
な
構
想
で
あ
る
と
見
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
構
想
は
、
「
祇
園
会
と
い
う
設
定
」
、
「
山
の
趣
向
の
相

談
」
、
「
相
談
の
結
果
決
ま
っ
た
趣
向
の
稽
古
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
園
罪
人
」

と
の
近
似
性
を
も
つ
。
「
煎
物
」
は
、
そ
う
し
た
「
閣
罪
人
」
の
影
響
を
受
け
つ

つ
、
中
世
京
都
の
祇
園
会
の
〈
芸
能
〉
（
出
子
物
）
を
核
と
し
て
構
想
・
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
煎
じ
物
売
り
の
く
音
入
＞
1
「
松
脂
」
と
の
関
連

 
本
曲
の
シ
テ
で
あ
る
煎
じ
物
売
り
の
登
場
の
仕
方
は
、
い
さ
さ
か
特
異
で
あ
る
。

虎
湯
本
で
は
、
煎
じ
物
売
り
は
皆
が
二
子
物
を
す
る
う
ち
に
出
て
、
「
是
は
洛
外

に
す
ま
み
い
た
す
茶
屋
で
ご
ざ
る
、
某
ぎ
お
ん
の
ゑ
の
茶
や
の
座
を
も
つ
て
ご
ざ

る
に
依
て
、
毎
年
罷
出
て
せ
ん
じ
物
を
う
り
ま
ら
す
る
、
今
日
も
い
そ
ひ
で
参
ら

ふ
と
行
る
」
と
名
乗
っ
た
後
、
頭
屋
で
あ
る
主
人
の
許
に
行
く
。
と
こ
ろ
が
、
天

理
本
で
は
、

 
 
客
衆
み
な
、
わ
き
の
い
ざ
の
方
へ
な
を
り
て
は
や
す
う
ち
に
、
坊
主
出
る
、

な
ど
と
言
う
。

ざ
る
存
在
で
あ
り
、

と
が
で
き
よ
う
。

 
こ
こ
で
、
右
に
傍
線
を
施
し
た
「
拍
子
に
違
う
（
紛
れ
る
）
」
と
い
う
せ
り
ふ

に
つ
い
て
、
狂
言
風
流
の
詞
章
に
も
似
た
表
現
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

 
○
い
な
事
に
て
拍
子
が
ち
が
ひ
て
す
“
が
ふ
ら
れ
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
旦
〈
風
流
之
本
〉
「
碁
将
棋
双
六
の
風
流
」
）

 
 
に
な
い
茶
や
を
持
て
、
笠
に
ふ
く
め
ん
し
て
、
じ
っ
と
く
、
こ
し
に
う
ち
わ

 
 
を
さ
し
て
、
は
し
が
・
り
の
、
シ
テ
の
松
の
あ
た
り
に
、
に
な
い
ぢ
や
屋
を

 
 
お
ろ
い
て
、
又
か
さ
を
ぬ
い
で
手
に
も
っ
て
、
み
な
に
「
め
で
た
い
」
と
云
、

 
 
じ
ぎ
を
云
て
、
笠
を
ば
う
に
か
け
て
お
い
て
、
ち
ゃ
わ
ん
・
ひ
し
ゃ
く
を
取

 
 
て
、
一
度
す
す
い
で
、
扱
く
ん
で
「
せ
ん
じ
物
」
と
云
て
行
也

と
あ
り
、
「
坊
主
」
1
煎
じ
物
売
り
は
喉
子
物
の
う
ち
に
登
場
す
る
が
、
名
乗
り

な
し
に
、
皆
々
に
挨
拶
を
し
つ
つ
、
煎
じ
物
を
汲
ん
で
は
勧
め
る
の
で
あ
る
。

 
嗜
子
物
の
稽
古
の
最
中
に
差
し
出
さ
れ
た
煎
じ
物
に
対
し
て
、
当
然
皆
々
は
飲

む
こ
と
を
拒
否
す
る
。
そ
の
う
ち
主
人
が
、
電
子
物
の
邪
魔
に
な
る
の
で
「
売
る

な
」
と
言
う
と
、
煎
じ
物
売
り
は
反
発
す
る
。

そ
こ
で
主
人
は
、

 
○
「
う
ら
せ
ま
い
で
は
な
け
れ
共
、
は
や
し
物
が
ひ
や
う
し
に
ち
が
ふ
て
な
ら

 
 
ぬ
」
と
云
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
○
…
な
う
つ
そ
で
は
な
ひ
、
拍
子
に
ち
が
ふ
て
わ
る
い
程
に
、
は
や
し
物
の
内

 
 
な
う
つ
そ
と
い
ふ
事
じ
ゃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
証
）

 
○
当
年
ハ
神
事
を
容
子
物
て
渡
ス
に
因
て
何
茂
稽
古
を
し
て
居
ル
に
そ
な
た
か

 
 
茶
を
う
れ
は
ま
き
れ
て
わ
る
ひ
ほ
と
に
あ
の
済
問
待
て
く
れ
さ
し
ま
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
寛
政
有
江
本
）

 
○
ム
サ
ト
ヲ
ウ
リ
ヤ
ル
ナ
ト
云
テ
ハ
ナ
イ
 
ロ
ハ
今
難
物
ノ
最
中
シ
ヤ
ニ
依
ツ
テ

 
 
其
内
マ
キ
ル
・
程
二
少
ノ
間
ヲ
マ
チ
ヤ
レ
ト
云
事
シ
ヤ
 
 
（
享
保
保
教
本
）

 
 
 
 
 
 
祭
の
稽
古
の
場
に
お
い
て
は
、
煎
じ
物
売
り
は
、
い
わ
ば
招
か
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
登
場
の
仕
方
は
、
］
種
の
〈
闘
入
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
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狂言「煎物」考

 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
○
あ
ら
不
思
儀
や
、
拍
子
が
重
て
鈴
が
ふ
ら
れ
ぬ
 
 
 
（
同
「
松
竹
の
風
流
」
）

 
○
あ
ら
奇
特
や
、
拍
子
が
違
て
鈴
が
ふ
ら
れ
ぬ
 
 
 
（
同
「
毘
沙
門
の
風
流
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
カ
フ
 
 
 
マ

 
○
千
歳
荒
不
思
遣
や
拍
子
が
違
テ
舞
ハ
レ
ヌ
ヨ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
「
松
亀
」
。
「
子
日
」
に
も
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
キ
レ

 
〇
三
番
田
又
一
セ
イ
打
出
ス
ト
荒
不
思
儀
や
拍
子
が
紛
テ
鈴
ガ
フ
ラ
レ
ヌ
ヨ
ト
千

 
 
歳
ノ
様
二
立
テ
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
「
費
長
房
」
）

こ
れ
ら
狂
言
風
流
の
場
合
は
、
三
番
隻
が
鈴
ノ
段
を
舞
い
始
め
よ
う
と
す
る
時
、

ま
た
は
千
歳
が
舞
い
終
ろ
う
と
す
る
時
に
、
い
ず
れ
も
異
な
る
拍
子
（
刷
子
）
が

奏
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
斜
子
と
と
も
に
、
予
期
せ
ぬ
（
時
に
異
形
の
）
モ
ノ

が
登
場
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
翁
猿
楽
へ
の
く
闊
入
〉
は
、
実
は
狂
言
風

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

流
の
常
套
的
な
手
法
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
拍
子
が
（
に
）
違
う
（
紛
れ

る
）
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
に
招
か
れ
ざ
る
モ
ノ
が
〈
闊
入
〉
し
て
く
る
場
面

と
密
接
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
と
解
せ
よ
う
。

 
し
か
し
、
招
か
れ
ざ
る
存
在
の
〈
闊
入
〉
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
も
の
の
、
狂

言
風
流
と
「
煎
物
」
と
の
直
接
関
係
を
云
々
す
る
に
は
、
両
者
の
間
に
か
な
り
の

径
庭
が
あ
る
。
本
狂
言
の
中
で
、
「
煎
物
」
の
他
に
、
こ
の
よ
う
な
登
場
の
仕
方

を
も
つ
曲
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
実
は
、
嗜
子
物
の
う
ち
に
予
期
せ
ぬ
モ
ノ
が
登
場
す
る
形
式
を
も
つ
狂
言
と
し

て
は
、
他
に
「
松
脂
」
が
あ
る
。
「
松
脂
」
は
天
正
二
十
年
に
上
演
記
録
が
あ
り

（『

ｾ
暦
堺
七
堂
狂
言
芝
居
』
）
、
そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
曲
で
あ
る
。

 
「
松
脂
」
で
は
、
主
人
が
太
郎
冠
者
に
命
じ
て
近
所
の
衆
を
集
め
、
正
月
の
松

拍
子
（
離
子
）
を
行
う
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
発
端
部
の
進
行
は
、
「
煎

物
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
同
が
松
脂
を
宿
す
喘
子
物
に
引
か
れ
て
、

「
自
分
が
呼
ば
れ
た
」
と
思
い
、
松
脂
の
精
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

 
○
「
私
の
量
る
は
、
（
略
）
松
や
に
を
は
や
さ
う
か
と
ぞ
ん
ず
る
が
、
何
と
ご

 
 
ざ
ら
ふ
ぞ
 
 
「
そ
れ
は
尤
左
様
で
御
ざ
る
、
さ
あ
ら
は
追
付
は
や
し
ま
ら
せ

 
 
う
 
 
「
さ
ら
は
こ
な
た
へ
よ
ら
せ
ら
れ
い
 
「
ま
つ
や
に
や
に
や
、
こ
ま
つ
や
に
や

 
 
く
や
 
 
「
こ
れ
を
お
し
か
へ
し
は
や
す
う
ち
に
い
つ
る
、
い
で
や
う
に
口
伝
、
「
や
に
く
や
に
や
、

 
 
と
云
て
い
で
て
、
は
し
が
ら
の
松
の
も
と
に
る
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
鑑
）

 
○
ア
ト
「
此
中
、
た
く
み
ま
ら
し
た
は
、
松
ほ
ど
め
で
た
い
物
は
な
い
ほ
ど
に
、

 
 
松
を
は
や
さ
う
」
と
云
、
立
衆
「
一
段
と
よ
か
ら
う
」
と
云
て
、
「
さ
て
、
は

 
 
や
し
ゃ
う
は
」
と
云
、
ア
ト
「
ま
つ
や
に
く
や
、
小
松
や
に
く
や
と
拍

 
 
子
た
い
」
と
云
、
（
略
）
一
二
返
は
や
い
て
か
ら
、
立
衆
み
な
脇
の
い
ざ
へ

 
 
な
お
り
、
は
や
す
也
、
シ
ヵ
ー
あ
り
て
、
は
や
し
物
、
シ
テ
「
や
に
く
く
や
」

 
 
と
云
て
出
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

こ
う
し
た
松
脂
の
精
の
登
場
の
仕
方
は
、
狂
言
風
流
と
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

 
 
 
 
お
 

れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
狂
言
風
流
で
は
、
翁
猿
楽
の
中
に
異
形
の
モ

ノ
が
闊
織
す
る
か
た
ち
を
と
る
。
こ
の
狂
言
で
も
、
一
同
が
正
月
の
松
離
子
を
す

る
う
ち
に
、
予
期
せ
ぬ
か
た
ち
で
松
脂
の
精
が
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

 
今
日
に
伝
わ
る
よ
う
な
狂
言
風
流
の
上
演
記
録
の
初
見
は
、
慶
長
七
年
五
月
二

日
の
「
蟻
の
風
流
」
で
あ
り
（
『
文
禄
三
瀬
組
』
）
、
．
」
れ
以
⊥
剛
に
ご
之
た
＋

風
流
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
、
宮
本
圭
造
氏
は
、

『
鵤
荘
引
付
』
に
よ
っ
て
、
播
磨
・
斑
鳩
寺
に
お
け
る
大
永
五
年
六
月
の
金
剛
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

夫
法
楽
能
で
「
サ
ン
バ
猿
楽
二
風
流
」
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
す
で
に
室
町
後
期
に
三
番
隻
と
関
わ
る
風
流
が
あ
っ
た

こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
「
松
脂
」
は
、
こ
う
し
た
狂
言
風
流
と
似
た
登
場
形
式
を
も
つ
こ
と
は
確
か
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

あ
り
、
狂
言
風
流
の
形
式
を
応
用
し
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
大
勢
が
離
す
喘
子
物
の
後
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
引
か
れ
て
）
シ
テ

が
登
場
す
る
の
は
、
（
本
狂
言
に
お
い
て
は
）
こ
の
「
松
脂
」
と
「
煎
物
」
に
し
'

か
な
い
特
異
な
演
出
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
「
松
脂
」
の
シ
テ
た
る
松
脂
の
精
に
つ
い
て
、
丹
生
谷
哲
一
氏
に

次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

 
 
こ
の
狂
言
「
松
脂
」
で
は
、
町
衆
ら
の
松
唾
子
の
中
に
、
松
脂
の
精
は
、
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「
あ
れ
に
何
者
や
ら
、
興
が
っ
た
も
の
が
い
る
」
、
と
し
て
登
場
す
る
が
、
こ

 
 
の
風
変
わ
り
な
松
脂
の
精
こ
そ
実
は
、
す
で
に
忘
れ
ら
れ
た
松
離
子
の
本
来

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

 
 
的
芸
能
者
の
落
醜
し
た
姿
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

丹
生
谷
氏
は
、
さ
ら
に
松
脂
の
精
と
弓
弦
と
の
関
わ
り
に
言
及
さ
れ
、
「
祇
園
感

 
 
 
 
 
 
 
つ
る
め
そ

神
品
の
犬
神
人
1
1
粛
軍
」
を
想
起
し
つ
つ
、
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
を
見
る
に
、

「
弦
う
り
」
の
姿
は
、
「
煎
じ
物
う
り
」
の
姿
と
、
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
松
脂
の
精
に
芸
能
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
弦
召
に
言
及
さ
れ
た

の
は
、
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
見
解
と
い
え
よ
う
。
丹
生
谷
氏
の
言
わ
れ
る
松
脂

と
弓
弦
と
の
関
わ
り
は
、
以
下
の
よ
う
な
箇
所
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

登
場
し
た
松
脂
の
精
に
対
し
て
、
主
人
は
「
薬
煉
」
に
練
る
こ
と
を
思
い
つ
く
。

 
○
「
…
是
を
た
“
お
く
所
で
も
な
ひ
程
に
、
さ
い
わ
い
や
が
て
皆
々
的
を
あ
そ

 
 
ば
さ
れ
う
ほ
ど
に
、
さ
ら
は
く
す
ね
に
ね
っ
て
ね
り
と
め
て
お
き
ま
ら
せ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

 
○
ア
ト
「
ち
か
ご
ろ
め
て
た
い
転
じ
や
、
お
の
く
な
に
と
思
召
ぞ
、
さ
あ
ら

 
 
ば
、
此
め
て
た
い
ま
つ
や
に
を
、
い
ざ
、
く
す
ね
に
ね
る
ま
ひ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

薬
煉
と
は
松
脂
を
油
で
煮
て
練
っ
た
も
の
で
、
弓
弦
を
強
化
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
る
。
右
の
よ
う
な
せ
り
ふ
を
受
け
て
、
松
脂
の
精
は
、
自
ら
薬
煉
を
練
ろ
う
と

言
う
（
「
弓
の
つ
る
に
ひ
い
て
、
ま
え
ん
・
け
し
や
う
の
物
ま
で
も
、
し
や
う
げ

を
な
さ
ぬ
、
ね
り
や
う
が
あ
る
ほ
ど
に
…
」
（
天
理
本
）
な
ど
と
言
う
）
。

 
 
い
で
く
く
す
ね
を
ね
ら
ん
と
て
、
く
、
く
す
ね
が
わ
を
大
き
に
こ
し
ら

 
 
へ
此
松
や
に
を
、
と
り
入
て
、
い
か
に
も
ね
ば
く
、
あ
や
か
れ
と
て
、
ね
り

 
 
つ
れ
て
こ
そ
、
帰
り
け
れ
、
家
を
下
る
弓
の
つ
る
、
く
に
引
、
た
め
し
も

 
 
久
し
き
松
や
に
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
々
。
天
理
本
も
ほ
ぼ
同
じ
）

弦
召
と
煎
じ
物
売
り
は
、
丹
生
谷
氏
の
指
摘
の
通
り
、
服
装
の
上
で
も
確
か
に
共

通
点
が
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
を
見
る
と
、
両
者
と
も
笠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
着
、
覆
面
を
す
る
と
い
う
出
立
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
笠
と
覆
面
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

両
者
が
い
ず
れ
も
賎
視
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
弦
召

は
祇
園
社
に
隷
属
す
る
犬
神
人
で
も
あ
り
、
祇
園
会
に
際
し
て
は
、
神
輿
の
警
固

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
役
も
勤
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

 
「
松
脂
」
の
シ
テ
・
松
脂
の
精
と
「
煎
物
」
の
シ
テ
・
煎
じ
物
売
り
と
は
、
祇

園
社
に
隷
属
す
る
弦
召
と
い
う
職
能
民
の
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と
し
て
、
意
外
に
も

関
連
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
松
脂
」
は
、
狂
言

風
流
と
同
様
の
「
異
形
の
モ
ノ
の
闊
入
」
と
い
う
登
場
形
式
を
も
つ
。
拾
子
物
の

稽
古
の
場
へ
の
闊
入
と
い
う
「
煎
物
」
の
シ
テ
の
特
異
な
登
場
の
仕
方
は
、
「
松

脂
」
の
よ
う
な
曲
を
介
し
て
狂
言
風
流
と
関
連
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。三

、
煎
じ
物
売
り
と
く
芸
能
＞
1
「
鍋
八
章
」
と
の
関
連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
本
曲
の
シ
テ
は
、
煎
じ
物
す
な
わ
ち
薬
湯
を
売
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
七

十
一
番
職
人
歌
合
』
二
十
四
番
の
「
煎
じ
物
売
」
の
詠
歌
と
し
て
見
え
る
「
思
ひ

わ
び
さ
て
も
い
か
ゾ
は
煎
じ
も
の
恋
の
や
ま
ひ
の
薬
な
ら
ね
ば
」
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
が
、
狂
言
に
お
い
て
も
、
天
正
本
以
下
の
諸
流
台
本
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
数
々
の
薬
種
（
薬
草
）
を
並
べ
立
て
る
売
り
髄
に
そ
の
こ
と
は
よ
く
表
現

さ
れ
て
い
る
。

○
ち
ん
ひ
か
ん
き
や
う
か
ふ
の
ふ
し
葉
か
ん
さ
う
な
ん
と
と
り
そ
へ
て
お
せ
ち

 
物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
正
本
）

○
シ
テ
「
お
せ
ん
し
物
、
お
せ
ん
し
澄
め
せ
、
せ
ん
し
清
め
せ
、
煎
物
め
せ
、
拍

 
子
同
し
事
、
シ
テ
「
ち
ん
の
く
す
り
と
て
、
ち
ん
ひ
、
か
ん
ぎ
ょ
う
、
け
い
し
ん

 
や
、
に
ん
し
ん
を
、
是
も
そ
っ
と
く
わ
へ
た
お
せ
ん
し
物
、
お
煎
物
め
せ
、

 
せ
ん
し
警
め
せ
、
せ
ん
し
物
め
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

○
せ
ん
じ
く
、
せ
ん
じ
物
め
せ
せ
ん
じ
平
め
せ
 
ち
ん
ひ
か
ん
き
や
う
く
わ

一18一
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へ
て
、
せ
ん
じ
た
る
、
お
せ
ん
じ
も
の
め
せ
せ
ん
じ
物
め
せ
 
た
ん
を
き
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ

ひ
て
お
声
の
出
候
、
お
む
し
の
薬
も
、
く
わ
へ
く
、
せ
ん
じ
た
る
、
お
せ

ん
じ
も
の
 
お
せ
ん
じ
せ
ん
じ
、
せ
ん
じ
固
め
せ
せ
ん
じ
も
の
め
せ
 
か
ほ

ど
に
し
ひ
た
る
、
せ
ん
じ
も
の
は
、
ま
た
と
あ
る
ま
ひ
、
せ
ん
じ
堅
め
せ

じ
ゆ
み
や
う
長
遠
そ
く
さ
い
延
命
の
、
お
せ
ん
じ
物
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

 
ウ
イ
キ
ャ
ウ
カ
ン
キ
ャ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
ク
 
リ
 
 
 
カ
ン
サ
ウ
ニ
ン
シ
ン

○
薫
香
干
姜
陳
皮
肉
桂
船
底
苔
は
甘
草
人
参
ま
て
く
わ
へ
た

 
の
せ
ん
し
く
た
る
せ
ん
し
革
め
せ
く
せ
ん
し
澄
め
せ

お
声
の
く
す
り

（
寛
政
有
江
本
）

 
○
シ
テ
冠
注
若
イ
ノ
御
蚕
ノ
薬
面
子
干
姜
陳
皮
マ
ク
リ
葉
甘
草
二
人
参
マ
テ
加

 
 
ヘ
テ
煎
シ
セ
ン
シ
タ
ル
ヲ
セ
ン
シ
モ
ノ
三
際
チ
ヤ
ツ
ト
コ
シ
メ
セ
 
疾
咳
ハ

 
 
ラ
フ
テ
御
声
ノ
出
候
ヲ
御
煎
物
メ
セ
煎
物
メ
導
く
 
寿
命
長
遠
息
災
延
命

 
 
ノ
精
ヲ
益
候
御
煎
物
メ
セ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

 
と
こ
ろ
で
、
室
町
期
の
煎
じ
物
売
り
の
姿
を
描
く
絵
画
資
料
と
し
て
は
、
ま
ず

先
述
の
よ
う
に
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
二
十
四
番
に
よ
く
知
ら
れ
た
図
像
が
あ

る
。
そ
れ
と
似
た
図
像
は
、
上
杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
中
の
千
本
閻
魔
堂
の

境
内
や
狩
野
秀
頼
筆
『
高
雄
観
楓
図
屏
風
』
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
見
え
る

が
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
と
異
な
り
、
笠
と
覆
面
が
無
く
、
軍
陣
で
茶
を
点

て
る
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
立
ち
売
り
の
茶
屋
の
姿
を
描
い
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

 
煎
じ
物
売
り
と
普
通
の
（
立
ち
売
り
の
）
茶
屋
は
、
荷
茶
屋
を
担
ぐ
姿
が
よ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

似
て
お
り
、
両
者
の
図
像
は
混
同
し
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
狂
言
に
お
い
て

も
、
現
行
演
出
で
は
、
荷
茶
屋
に
備
え
る
道
具
の
う
ち
に
茶
事
が
あ
り
、
皆
に
煎

じ
物
を
勧
め
る
時
も
、
そ
の
茶
番
で
茶
を
点
て
る
所
作
が
あ
る
。
し
か
し
煎
じ
物

売
り
は
、
右
の
売
り
声
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
煎
じ
た
薬
用
飲
料
を
売
る
者
で

あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
抹
茶
の
よ
う
に
茶
事
で
泡
立
た
せ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で

 
ま
 

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
和
泉
家
古
本
の
道
具
付
に
は
茶
究
が
な
い
。

 
煎
じ
物
売
り
の
生
態
は
、
上
記
の
よ
う
な
絵
画
資
料
以
外
に
も
若
干
見
出
さ
れ

 
お
 る

。
六
地
蔵
の
示
現
に
伴
う
風
流
の
数
々
を
記
し
た
『
桂
川
地
蔵
記
（
桂
地
蔵
記
）
』

に
は
、
見
物
衆
の
中
の
一
人
の
桑
門
と
煎
じ
物
売
り
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
問
答
で
は
、
煎
物
売
り
は
自
ら
の
煎
じ
物
の
薬
種
を
並
べ
立
て
、
さ
ら
に
は

医
学
的
知
識
を
開
陳
し
て
、
桑
門
の
面
目
を
失
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

 
 
亦
於
二
路
頭
見
物
衆
之
場
一
、
年
齢
漸
不
惑
余
習
桑
門
、
（
中
略
）
以
一
柿
団
扇
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
コ
チ
カ
ホ

 
 
全
判
口
開
物
売
・
高
声
喚
寄
、
泥
早
耳
問
日
、
立
所
・
調
煎
物
者
、
其
薬
種
何
々

 
 
耶
、
彼
煎
物
売
返
々
敢
為
・
不
祥
々
夕
耳
茸
不
・
得
・
意
想
・
思
答
日
、
薬

 
 
金
掘
錐
二
万
端
一
、
今
少
々
言
・
之
、
先
、
○
天
南
星
、
地
骨
皮
、
檀
榔
子
、

 
 
高
良
香
、
人
参
、
鬼
箭
、
甘
草
、
苦
辛
、
丁
子
、
貝
母
、
柴
胡
、
桂
心
、
玄

 
 
参
、
黄
書
、
歯
牙
、
銅
鉢
、
竜
脳
、
虎
胆
、
陳
皮
（
中
略
、
さ
ら
に
薬
種
を

 
 
列
挙
し
、
医
学
的
知
識
を
述
べ
る
）
而
如
・
形
廻
二
愚
案
之
了
簡
一
、
毎
朝
調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
味
仕
御
煎
物
也
、
聞
食
、
不
レ
可
レ
為
二
御
随
意
一
云
々

当
該
資
料
の
往
来
物
的
性
格
か
ら
見
て
も
、
こ
の
問
答
は
も
と
よ
り
虚
構
で
あ
り
、

煎
物
売
り
の
口
を
借
り
て
、
薬
種
尽
く
し
を
さ
せ
る
の
が
ね
ら
い
で
あ
ろ
う
が
、

室
町
期
に
お
け
る
煎
物
売
易
イ
至
ン
に
灘
す
る
と
．
」
ろ
の
な
い
趣
向
と
認
＋

め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
煎
じ
物
売
り
が
並
べ
立
て
る
薬
種
の
中
に
は
、
「
人
参
・

甘
草
・
童
心
・
陳
皮
」
等
、
狂
言
の
売
り
声
に
含
ま
れ
る
薬
種
と
一
致
す
る
も
の

が
あ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
煎
じ
物
売
り
は
、
や
は
り
数
々
の
薬
種
を
扱
う
職
種

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
虎
明
本
や
寛
政
有
江
本
、
享
保
保
教
本
の
売
り
声
は
、
煎
じ
物
が
「
声
の
薬
」

で
も
あ
る
こ
と
を
言
う
。
そ
う
な
る
と
、
煎
じ
物
は
、
そ
の
効
能
に
お
い
て
芸
能

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
も
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
そ
う
し
た
「
声
の
薬
」
と
し
て
の
効
能

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
煎
じ
物
売
り
が
祭
の
稽
古
の
場
に
現
れ
る
の
も
そ
れ
な
り

の
必
然
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

 
ま
た
一
方
、
こ
れ
は
、
黒
子
物
の
稽
古
と
い
う
場
に
応
じ
て
の
、
と
っ
さ
の
…
機

転
に
よ
る
売
り
声
の
言
い
換
え
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
拍
子
に
違
う
て
悪
い
」
と

答
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、

 
○
さ
ら
ば
、
ひ
や
う
し
に
か
か
っ
て
う
ら
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）
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○
其
儀
な
ら
は
拍
子
に
あ
わ
せ
て
う
ら
ふ
が
何
と
あ
ら
ふ
ぞ
 
 
 
（
虎
珍
本
）

 
○
其
義
て
御
座
ら
ハ
私
も
何
茂
の
は
や
し
事
に
ま
き
れ
ぬ
や
う
に
拍
子
に
側
て

 
 
う
り
ま
せ
う
か
何
と
御
座
ら
ふ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
寛
政
有
江
本
）

 
 
 
ハ
ヤ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ヤ
ウ
シ

 
○
…
拍
子
ニ
マ
キ
ル
・
ナ
ラ
バ
拍
子
ニ
カ
・
ツ
テ
合
ス
ル
二
二
売
マ
セ
ウ
カ
何

 
 
ト
御
座
ラ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

と
あ
る
よ
う
に
、
離
子
物
に
合
わ
せ
て
売
る
と
い
う
行
為
に
は
、
煎
じ
物
売
り
の

当
意
即
妙
の
機
知
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
の
『
桂
川
地
蔵
記
』
に

見
え
る
弁
舌
の
才
に
長
け
た
煎
じ
物
売
り
の
形
象
と
と
も
に
、
狂
言
の
煎
じ
物
売

り
に
つ
い
て
も
、
そ
の
芸
能
単
位
性
格
は
十
分
認
め
ら
れ
よ
う
。

 
か
く
て
煎
じ
物
売
り
は
、
祇
園
会
の
難
子
物
と
い
う
〈
芸
能
〉
と
共
演
す
る
こ

と
に
な
る
。
以
下
、
煎
じ
物
売
り
が
劇
中
で
行
う
〈
芸
能
〉
特
に
〔
愚
答
〕
に
つ

い
て
、
「
鍋
八
号
」
と
の
関
連
を
中
心
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
稽
古
に
熱
が
入
り
、
主
人
（
頭
役
）
が
掲
鼓
を
腰
に
着
け
て
舞
い
出
す
と
、
煎

じ
物
売
り
は
そ
れ
を
見
て
浮
か
れ
、
真
似
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
煎
じ
物
売
り
が

掲
鼓
に
見
立
て
る
の
は
焙
烙
で
あ
る
。

 
〇
一
し
て
ほ
う
ろ
く
こ
し
に
つ
く
る
時
は
、
水
を
う
ち
あ
く
る
ま
ね
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

 
○
其
時
、
ほ
う
ろ
く
の
せ
ん
じ
物
を
あ
け
て
、
ほ
こ
り
を
ふ
い
て
、
こ
し
に
つ

 
 
け
て
出
て
打
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
○
付
ル
物
ヲ
タ
ツ
子
テ
ホ
ウ
ロ
ク
ヲ
水
ヲ
コ
ホ
シ
テ
付
ル
ナ
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
寛
政
有
江
本
）

 
○
次
第
ニ
ウ
ツ
リ
思
出
シ
タ
ル
テ
イ
ニ
テ
ホ
ウ
ロ
ク
取
茶
ヲ
コ
ボ
ス
テ
イ
ヲ
シ

 
 
テ
腰
二
付
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
享
保
保
教
本
）

こ
の
焙
烙
は
、
特
に
天
理
本
に
あ
る
よ
う
に
、
煎
じ
物
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
見

立
て
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
焙
烙
錘
子
、
す
な
わ
ち
素
焼
き
の
釜
の
つ
も
り
な

の
で
あ
ろ
う
（
焙
烙
錘
子
は
、
「
煎
物
」
と
同
様
の
荷
茶
屋
を
出
す
「
今
神
明
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
も
道
旦
ハ
の
一
つ
と
し
て
見
え
る
）
。
つ
ま
り
、
煎
じ
物
売
り
の
商
売
道
具
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
煎
じ
物
売
り
が
真
似
る
〔
選
言
〕
は
、
も
と
も
と
中
世
の
風
流
三
子
物
に
附
属

す
る
芸
能
で
も
あ
っ
た
。
特
に
鷺
の
仮
装
を
伴
う
三
子
物
に
掲
鼓
が
付
随
し
た
こ

と
は
、
祇
園
会
の
早
舞
（
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
津
和
野
・
弥
栄
神
社
、

山
口
・
八
坂
神
社
に
「
鷺
（
の
）
舞
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
）
の
芸
態
や
、
光
円
寺

蔵
『
月
次
風
俗
図
扇
面
流
し
屏
距
』
の
「
左
義
長
図
」
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
・

 
と
こ
ろ
で
、
焙
烙
を
掲
鼓
に
見
立
て
て
舞
う
趣
向
は
「
鍋
有
痛
」
（
最
古
の
上

演
記
録
は
天
正
九
年
九
月
三
日
。
『
上
山
城
久
世
郡
寺
田
庄
法
喜
法
度
万
ノ
書
物
』

に
よ
る
）
に
も
あ
る
。
「
年
賦
擾
」
で
は
、
浅
鍋
売
り
が
艶
事
売
り
と
芸
で
勝
負

す
る
と
て
、
腹
に
着
け
た
浅
鍋
を
打
つ
際
、
束
ね
た
杉
の
葉
を
撲
の
代
わ
り
に
用

い
る
。
こ
の
演
出
は
、
和
泉
家
古
本
が
初
見
で
あ
る
。
「
鍋
北
界
」
で
撲
の
代
わ

り
に
杉
の
葉
を
用
い
る
の
は
、
浅
鍋
が
割
れ
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。
最
初
、

掲
鼓
売
り
は
浅
鍋
売
り
に
撲
を
貸
し
て
や
る
が
、
浅
鍋
売
り
は
そ
れ
で
打
ち
か
け

て
、
あ
わ
て
て
揆
を
捨
て
、
杉
の
葉
を
持
ち
出
す
。

 
「
煎
物
」
で
も
、
和
泉
家
古
本
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
杉
の
葉
を
用
い
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
現
行
も
同
様
で
あ
る
。
酒
屋
な
ら
ば
、
杉
の
葉
を
束
ね
た
酒
ば
や

し
を
備
え
て
い
て
も
よ
い
（
居
売
り
の
酒
屋
が
登
場
す
る
「
河
原
太
郎
」
で
用
い

ら
れ
る
）
が
、
煎
じ
物
売
り
に
と
っ
て
、
杉
の
葉
は
必
ず
し
も
必
携
の
道
具
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
鍋
八
津
」
に
お
い
て
、
杉
の
葉
を
撲
の
代
わ
り
に

用
い
て
浅
鍋
を
打
つ
の
は
必
然
の
演
出
で
あ
り
、
「
煎
物
」
で
も
そ
れ
を
用
い
る

の
は
、
こ
う
し
た
「
鍋
釜
揆
」
の
演
出
の
取
り
込
み
を
示
す
痕
跡
か
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
一
方
、
「
煎
物
」
に
お
い
て
、
杉
の
葉
で
は
な
く
、
鍋
取
り
を
撲
の
代

わ
り
に
使
っ
て
打
つ
演
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
大
蔵
八
右
衛

門
派
の
伊
藤
源
之
丞
本
に
、

 
 
ア
ド
の
ま
ね
し
て
わ
ら
ひ
、
輿
付
て
色
々
所
作
有
。
里
桜
取
持
か
つ
こ
の
如

一20一



狂言「煎物」考

 
 
く
し
て
、
お
か
し
く
打
な
り
。
様
々
口
伝
有
。

と
あ
る
。
同
素
の
道
具
付
に
は
、
荷
茶
屋
に
鍋
取
り
を
備
え
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
添
え
ら
れ
た
図
に
も
鍋
取
り
が
確
認
さ
れ
る
。
大
蔵
流
亡
古
本
で
あ
る

虎
明
本
に
は
、
鍋
取
り
で
打
つ
演
出
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鍋
取
り
が
荷
茶

屋
に
備
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
述
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

 
 
但
ほ
う
ろ
く
さ
き
の
方
と
、
ひ
し
ゃ
く
と
お
く
、
茶
せ
ん
と
茶
わ
ん
は
、
は

 
 
こ
に
入
あ
と
な
り
、
な
べ
と
り
も
さ
き
、
あ
み
が
さ
を
ぬ
ひ
で
か
く
る
は
あ

 
 
と
也

鍋
取
り
と
は
、
い
わ
ゆ
る
鍋
つ
か
み
の
こ
と
で
あ
る
。
煎
じ
物
を
煮
出
す
釜
（
鍋
）

を
持
っ
て
移
動
す
る
煎
じ
物
売
り
に
と
っ
て
は
、
必
携
の
道
具
と
い
え
よ
う
。
こ

の
演
出
は
、
大
蔵
八
右
衛
門
派
で
は
江
戸
末
期
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

彦
根
市
立
図
書
館
琴
聖
業
庫
蔵
の
十
番
綴
本
に
も
「
鍋
取
リ
ヲ
持
出
ル
…
但
シ
鍋

取
リ
ハ
杉
ノ
葉
松
葉
ニ
チ
モ
」
と
あ
る
。

 
こ
の
鍋
取
り
で
打
つ
と
い
う
演
出
は
他
流
に
も
見
ら
れ
る
。
和
泉
流
・
古
典
文

庫
本
は
、
杉
の
葉
を
使
う
と
し
な
が
ら
も
、
「
又
鍋
取
ニ
テ
モ
ス
ル
也
」
と
あ
る

（
狂
言
集
成
本
も
「
鍋
取
り
に
て
打
つ
」
と
あ
る
）
。
和
泉
家
古
本
で
は
杉
の
葉
を

使
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
大
蔵
流
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

 
ま
た
鷺
流
⊥
旱
保
保
教
本
「
四
八
棲
」
に
は
、
「
袋
ニ
テ
鍋
取
力
杉
ノ
葉
ニ
テ

打
」
と
あ
り
、
「
鍋
八
撲
」
で
も
鍋
取
り
で
打
つ
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
鍋
八
部
」
の
場
合
は
、
浅
鍋
売
り
な
の
で
あ
る
か
ら
、
熱
い
鍋
を
扱
う
の
に
必

要
な
鍋
取
り
は
む
し
ろ
そ
ぐ
わ
な
い
。
こ
れ
は
「
煎
物
」
の
演
出
が
「
鍋
八
擾
」

に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
愚
書
の
演
出
は
相
互
に
影

響
し
合
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
焙
烙
（
浅
鍋
）
を
掲
鼓
に
見
立
て
て
舞
い
、
最
後
は
真
似
を
し
損
ね
て
、
そ
の

焙
烙
を
割
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
が
「
煎
物
」
「
弓
丈
撲
」
両
曲
に
共
通
す
る

趣
向
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
正
統
な
も
の
を
真
似
る
モ
ド
キ
の
発
想

が
見
て
取
れ
る
。
〔
掲
鼓
〕
を
焙
烙
（
浅
鍋
）
に
よ
っ
て
も
ど
く
と
い
う
発
想
は
、

ど
ち
ら
の
曲
に
早
く
結
実
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
「
鍋
八
撲
」
に
は
、
置
鼓
売
り
と
浅
鍋
売
り
の
二
人
が
市
場
で
場
所
争
い
を
す

る
と
い
う
「
煎
物
」
と
は
異
な
る
枠
組
み
が
あ
る
。
目
代
の
仲
裁
に
よ
り
、
お
の

お
の
〈
芸
能
〉
で
勝
負
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
掲
鼓
と
浅
鍋
と
は
、
競
合

す
る
に
は
対
等
で
な
い
組
み
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
同
じ
く
市
場
で
の
争
い
を
扱
っ
た
狂
言
に
「
牛
馬
」
が
あ
る
。
「
牛
馬
」
の
場

合
は
、
牛
博
労
と
博
労
と
の
争
い
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
牛
と
馬
と
の
由
緒
を
語

っ
た
後
、
駆
け
比
べ
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
牛
は
馬
に
遅
れ
る
結
果
と

な
る
が
、
牛
と
馬
と
は
、
い
ず
れ
も
身
近
な
畜
類
と
し
て
十
分
対
等
な
組
み
合
わ

せ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
「
鍋
八
撲
」
に
お
け
る
掲
鼓
と
浅

鍋
は
、
そ
れ
ぞ
れ
楽
器
と
日
用
品
と
い
う
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
物
で
あ

り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
ば
、
「
牛
馬
」
の
よ
う
な
対
称
性
を
も
た
な
い
。
「
鍋
八
撲
」

は
、
少
な
く
と
も
「
牛
馬
」
の
よ
う
な
曲
に
比
し
て
形
成
が
遅
れ
る
の
で
は
な
か

う
灸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＋

 
一
方
、
「
煎
物
」
は
、
も
と
も
と
争
い
の
枠
組
み
が
な
く
、
主
人
の
〔
掲
鼓
〕

を
煎
じ
物
売
り
が
見
て
真
似
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
モ
ド
キ
の
あ
り
方
は
自
然

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
早
鼓
と
焙
烙
と
の
組
み
合
わ
せ
（
焙
烙
で
鞠

鼓
の
舞
を
真
似
る
と
い
う
モ
ド
キ
）
は
、
「
煎
物
」
の
形
成
に
際
し
て
ま
ず
発
想

さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
る
〈
芸
能
〉
を
市
場
で
の
争
い
と
い
う
筋
に
絡
め
て
「
鍋
八
擬
」
が
形

成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
、
「
茶
壺
」
の
よ
う
に
、
物
の
所
有
を
争

う
枠
組
み
の
中
に
相
手
の
舞
を
真
似
る
と
い
う
モ
ド
キ
の
趣
向
を
絡
め
た
曲
が
古

 
 
 
 
 
 

く
か
ら
あ
る
の
で
、
一
概
に
「
鍋
八
擬
」
が
「
煎
物
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
断
定

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
「
煎
物
」
と
「
学
士
撲
」
の
形
成
の
先
後
を
明
ら
か
に
す
る
の

は
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
る
が
、
両
曲
と
も
モ
ド
キ
の
発
想
に
基
づ
く
劇
中
芸
を

中
心
に
構
想
さ
れ
て
お
り
、
撲
の
代
わ
り
に
杉
の
葉
ま
た
は
鍋
取
り
を
使
う
こ
と
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な
ど
、
そ
の
演
出
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
な
お
、
「
鍋
八
擬
」
で
行
わ
れ
る
芸
能
は
、
〔
掲
鼓
〕
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
前

に
〔
棒
振
り
〕
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
〔
棒
振
り
〕
も
、
実
は
中
世
の
孝
子
物
の
］

環
を
な
す
芸
能
で
あ
っ
た
。
津
和
野
や
山
口
の
鷺
（
の
）
舞
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
祇

園
会
の
早
舞
（
笠
鷺
鉾
に
伴
っ
た
も
の
）
に
も
付
随
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
光
円

寺
蔵
『
月
次
風
俗
図
扇
面
流
し
屏
風
』
の
「
左
義
長
図
」
に
も
、
仮
装
の
鷺
と
と

も
に
、
掲
鼓
打
ち
と
棒
振
り
の
姿
が
見
え
る
。
〔
棒
振
り
〕
と
〔
墨
書
〕
は
、
仮

装
を
伴
う
離
州
物
に
お
い
て
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
芸
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
鍋
八
揆
」
の
二
つ
の
劇
中
芸
も
ま
た
、
中
世
的
な
喘
子
物
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
「
鍋
玉
出
」
と
「
煎
物
」
の
く
芸
能
〉
は
、
中
世
の
風
流
唾
子
物
を
介

し
て
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
「
煎
物
」
は
、
中
世
祇
園
会
の
離
子
物
を
取
り
込
み
、
煎
じ
物
売
り
に
よ
る

〈
芸
能
〉
の
モ
ド
キ
（
拍
子
に
か
か
る
売
り
声
と
焙
烙
を
付
け
て
の
掲
鼓
の
舞
）

を
取
り
合
わ
せ
て
形
成
さ
れ
た
狂
言
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
発
端
部
に
関
し

て
は
、
「
閣
罪
人
」
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。

 
ま
た
、
難
子
物
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
闊
入
す
る
と
い
う
シ
テ
の
登
場
の

仕
方
は
、
「
松
脂
」
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。
「
松
脂
」
の
シ
テ
・
松
脂
の
精
に

は
芸
能
者
の
面
影
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
弓
弦
と
の
関
係
か
ら
祇
園

社
の
神
人
で
あ
っ
た
弦
召
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
職
能
民
が
祇
園
会
の
難
子
物
の
稽
古
の
場
に
現
れ
る
「
煎
物
」

と
関
連
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
「
松
脂
」
の
シ
テ
の
登
場
の
仕
方
は
、

狂
言
風
流
と
似
て
い
る
の
で
あ
り
、
狂
言
風
流
に
典
型
的
に
認
め
ら
れ
る
「
招
か

れ
ざ
る
モ
ノ
の
闊
入
」
と
い
う
形
式
が
「
松
脂
」
の
よ
う
な
曲
を
介
し
て
「
煎
物
」

に
応
用
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

 
煎
じ
物
売
り
は
普
通
の
茶
屋
と
異
な
り
、
種
々
の
薬
種
（
薬
草
）
を
用
い
た
飲

料
を
扱
う
と
こ
ろ
に
特
色
を
も
つ
。
『
桂
川
地
蔵
尊
』
の
煎
じ
物
売
り
の
形
象
に

も
、
そ
の
こ
と
が
如
実
に
う
か
が
え
る
。
本
曲
で
は
「
声
の
薬
」
と
し
て
の
効
能

を
言
う
が
、
そ
れ
は
一
方
で
、
煎
じ
物
売
り
の
機
転
に
よ
る
売
り
声
の
言
い
換
え

と
も
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
煎
じ
物
売
り
の
機
知
に
富
ん
だ
芸
能
者
的
性
格
を
見
て

取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

 
「
煎
物
」
後
半
の
焙
烙
を
打
っ
て
〔
掲
鼓
〕
を
真
似
る
劇
中
芸
は
、
浅
鍋
売
り

と
掲
鼓
売
り
の
市
場
で
の
争
い
を
扱
っ
た
「
鍋
歩
射
」
に
も
存
す
る
。
掲
鼓
と
焙

烙
（
浅
鍋
）
の
取
り
合
わ
せ
ば
、
本
来
モ
ド
キ
の
関
係
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
モ
ド
キ
の
芸
を
共
有
す
る
「
煎
物
」
と
「
鍋
八
白
」
と
の
形
成
の

先
後
に
つ
い
て
は
明
徴
は
な
く
、
断
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
出
が

相
互
に
影
響
し
合
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

 
総
じ
て
、
「
煎
物
」
は
、
闊
入
と
モ
ド
キ
と
い
う
狂
言
の
（
基
本
的
な
）
演
技

術
を
十
分
に
生
か
し
て
構
想
さ
れ
た
曲
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
 
和
泉
流
三
宅
派
は
「
所
の
神
事
」
と
い
う
設
定
で
、
祇
園
会
の
こ
と
と
し

 
 
な
い
。
た
だ
し
、
最
古
本
の
天
理
本
以
降
の
宗
家
系
台
本
は
、
祇
園
会
と
い

 
 
う
設
定
で
あ
る
。

（
2
）
 
馬
場
光
子
氏
「
〈
市
〉
の
呼
び
声
」
（
『
走
る
女
 
歌
謡
の
中
世
か
ら
』
筑

 
 
摩
書
房
、
平
4
所
収
）
。

（
3
）
 
橋
本
朝
生
氏
「
狂
言
と
茶
」
（
『
茶
道
学
大
系
 
第
九
巻
 
茶
と
文
芸
』
淡

 
 
交
社
、
平
1
3
所
収
）
。

（
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
）
 
「
閣
罪
人
」
は
、
祇
園
会
山
鉾
の
趣
向
流
動
期
を
反
映
す
る
例
と
し
て
、

 
 
祇
園
祭
の
研
究
に
も
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
。
脇
田
晴
子
氏
『
中
世
京
都
と
祇
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狂言「煎物」考

 
 
園
祭
』
（
中
公
新
書
、
平
1
1
）
、
植
木
行
宣
氏
『
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
』
（
白

 
 
水
社
、
平
1
3
）
第
三
章
「
山
鉾
の
祭
り
1
祇
園
祭
り
の
成
立
」
等
参
照
（
比

 
 
較
的
近
年
の
も
の
の
み
掲
げ
た
）
。
ま
た
、
網
本
尚
子
氏
「
狂
言
「
團
罪
人
」

 
 
研
究
」
（
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
』
1
7
、
平
6
・
3
）

 
 
は
、
狂
言
研
究
の
立
場
か
ら
、
本
曲
の
山
の
趣
向
を
考
察
し
た
上
で
、
「
中

 
 
世
期
の
祇
園
会
の
姿
が
か
な
り
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

 
 
と
述
べ
る
。

（
6
）
 
『
史
料
纂
集
 
師
守
記
第
八
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
4
9
）
に
よ
る
。

（
7
）
 
河
内
将
芳
氏
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』
（
思
文
閣
出
版
、
平
1
8
）
第

 
 
一
部
第
五
章
「
戦
国
期
祇
園
会
の
再
興
と
『
祇
園
会
山
鉾
事
』
」
。

（
8
）
 
山
路
興
造
氏
「
祇
園
噺
子
の
源
流
と
変
遷
」
（
『
講
座
 
祇
園
嗜
子
』
祇
園

 
 
祭
山
鉾
連
合
会
、
昭
6
3
所
収
）
。

（
9
）
矢
富
巌
夫
氏
『
津
和
野
も
の
が
た
り
5
 
鷺
舞
と
津
和
野
踊
り
』
（
津
和

 
 
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
昭
4
8
）
に
よ
る
。
な
お
振
り
漢
字
は
私
に
施
し

 
 
た
。

（
1
0
）
表
章
氏
「
『
天
正
狂
言
本
』
解
説
」
（
『
能
楽
史
新
考
（
一
）
』
わ
ん
や
書
店
、

 
 
昭
5
4
所
収
）
。

（
1
1
）
北
川
忠
彦
氏
「
狂
言
の
性
格
」
（
『
日
本
の
古
典
芸
能
4
 
狂
言
 
「
を
か

 
 
し
」
の
系
譜
』
平
凡
社
、
昭
4
5
所
収
）
。

（
1
2
）
 
田
口
和
夫
氏
「
狂
言
以
前
ー
モ
ド
キ
・
進
行
・
闊
入
」
（
『
能
・
狂
言
研
究

 
-
中
世
文
芸
論
考
1
』
三
弥
井
書
店
、
平
9
所
収
）
に
、
「
狂
言
風
流
は
、

 
 
事
が
正
常
に
進
行
し
て
い
る
中
へ
突
然
介
入
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

 
 
は
導
入
と
い
っ
た
方
が
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
登
場
の
仕
方
で
あ
っ
て
（
下

 
 
略
）
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
1
3
）
北
川
忠
彦
他
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
下
巻
）
』
（
三
弥
井
書
店
、
平
7
）

 
 
所
収
「
松
脂
」
頭
注
（
永
井
猛
氏
担
当
）
に
「
こ
の
よ
う
な
登
場
の
仕
方
は

 
 
狂
言
風
流
に
似
る
」
と
あ
る
。

（
1
4
）
 
天
野
文
雄
氏
「
狂
言
風
流
の
成
立
1
「
よ
せ
ふ
り
う
」
と
そ
の
周
辺
1
」

 
 
（
『
翁
猿
楽
研
究
』
和
泉
書
院
、
平
7
所
収
）
、
岩
崎
雅
彦
氏
「
江
戸
初
期
の

 
 
狂
言
風
流
」
（
『
能
 
研
究
と
評
論
』
1
5
、
昭
6
2
・
5
）
参
照
。

（
1
5
）
 
宮
本
圭
造
氏
『
上
方
能
楽
史
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
平
1
7
）
第
三
章
第

 
 
二
節
「
播
磨
の
神
事
猿
楽
」
。

（
1
6
）
 
注
（
1
4
）
の
岩
崎
雅
彦
氏
論
考
は
、
本
曲
が
「
東
方
朔
」
の
間
狂
言
「
桃

 
 
仁
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
た
だ
し
「
桃
仁
」
に
は
三
子
物

 
 
は
な
い
。

（
1
7
）
丹
生
谷
哲
一
氏
コ
服
一
銭
茶
小
考
」
（
『
立
命
館
文
学
』
鵬
、
昭
6
3
・
1
2
）
。

（
1
8
）
煎
じ
物
売
り
と
弦
召
の
姿
が
似
て
い
る
こ
と
は
、
戸
井
田
道
三
氏
『
狂
言

 
 
落
醜
し
た
神
々
の
変
貌
』
（
平
凡
社
、
昭
4
8
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
1
9
）
煎
じ
物
売
り
の
覆
面
姿
に
つ
い
て
は
、
橋
本
朝
生
氏
「
中
世
の
身
分
制
と

 
 
狂
言
」
（
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み
づ
き
圭
旦
房
、
平
8
所
収
）
に
も
言
及
が

零
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＋

（
2
0
）
 
狂
言
研
究
の
立
場
か
ら
、
弦
召
（
弦
師
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
に
、

 
 
川
島
朋
子
氏
「
〈
橋
弁
慶
〉
の
替
間
「
弦
師
」
と
そ
の
周
辺
」
（
『
国
語
国
文
』

 
 
平
1
1
・
1
）
が
あ
る
。

（
2
1
）
種
々
の
薬
草
を
煎
じ
た
薬
用
飲
料
。
た
だ
し
、
茶
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ

 
 
う
。
橋
本
朝
生
氏
は
「
漢
方
薬
と
一
緒
に
煮
出
し
た
茶
」
と
さ
れ
る
。
注

 
 
（
3
）
の
橋
本
氏
論
考
参
照
。

（
2
2
）
 
馬
場
光
子
氏
は
、
注
（
2
）
論
考
で
、
狂
言
「
煎
物
」
の
「
呼
び
声
（
売

 
 
り
声
）
」
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
、
①
物
品
の
名
称
、
②
物
品
を
提
供
す
る
呼

 
 
び
か
け
、
③
成
分
と
制
作
過
程
、
④
効
能
、
⑤
品
質
の
賞
賛
、
と
い
う
五
つ

 
 
の
要
素
の
う
ち
、
す
べ
て
を
含
む
の
が
大
蔵
虎
豊
本
、
和
泉
流
（
天
理
本
）

 
 
は
三
つ
の
要
素
（
①
②
③
）
、
天
正
本
は
二
つ
の
要
素
（
①
②
）
で
成
り
立

 
 
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
注
（
3
）
の
橋
本
朝
生
氏
論
考
に
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。
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（
2
4
）
注
（
3
）
の
橋
本
朝
生
氏
論
考
に
よ
る
と
、
煮
出
し
た
茶
を
さ
ら
に
茶
兜

 
 
で
点
て
る
振
り
茶
と
い
う
も
の
が
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
煎
じ
物
に
そ
れ

 
 
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
2
5
）
 
室
町
期
の
煎
じ
物
売
り
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
い
の
は
『
看
聞
日
記
』
永
享
七
年
二
月
八
日
条
の
「
山
門
事
是
非
不
可
沙
汰

 
 
之
由
被
仰
。
而
煎
物
商
人
於
路
頭
此
事
申
間
召
捕
。
忽
被
勿
首
云
々
。
万
人

 
 
恐
怖
莫
言
々
々
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
山
門
炎
上
の
こ
と
を
路
頭
で
声
高

 
 
に
噂
し
て
い
た
煎
じ
物
売
り
が
、
召
し
捕
ら
れ
首
を
刎
ね
ら
れ
た
こ
と
を
伝

 
 
え
る
。

（
2
6
）
 
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
 
第
二
巻
 
田
楽
．
猿
楽
』
（
一
一
二
書
房
、
昭

 
 
4
9
）
所
収
の
前
田
家
本
に
よ
る
（
振
り
仮
名
．
送
り
仮
名
は
ほ
と
ん
ど
省
い

 
 
た
）
。

（
2
7
）
 
芸
能
者
が
用
い
て
い
た
声
の
薬
と
し
て
は
、
『
申
楽
談
儀
』
後
年
追
記
の

 
 
う
ち
に
見
え
る
正
気
散
が
あ
る
（
「
声
ノ
薬
ニ
ハ
、
正
気
散
ヲ
用
ヰ
ラ
レ

 
 
キ
」
）
。

（
2
8
）
 
狂
言
の
〔
掲
鼓
〕
は
、
能
と
異
な
り
、
笛
一
管
で
難
ず
舞
事
で
あ
る
。

 
 
〔
掲
鼓
〕
を
舞
う
狂
言
に
つ
い
て
は
、
羽
田
艇
氏
「
〔
楽
〕
〔
神
楽
〕
〔
渇
鼓
〕

 
 
の
あ
る
狂
言
一
狂
言
の
嗜
子
事
そ
の
ニ
ー
」
（
『
芸
能
の
科
学
』
2
3
、
平
7
・

 
 
3
）
参
照
。

（
2
9
）
注
（
3
）
の
橋
本
朝
生
氏
論
考
参
照
。

（
3
0
）
 
泉
万
里
氏
『
扇
の
な
か
の
中
世
都
市
-
光
円
寺
所
蔵
「
月
次
風
俗
扇
面
流

 
 
し
屏
風
」
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
平
1
8
）
に
図
版
と
解
説
が
あ
る
。

（
3
1
）
 
「
牛
馬
」
の
上
演
記
録
の
初
見
は
、
永
禄
七
年
五
月
二
十
日
（
『
石
橋
勧
進

 
 
能
之
記
異
本
』
に
よ
る
）
。

（
3
2
）
 
天
正
本
に
「
茶
ぐ
り
」
の
曲
名
で
記
載
。
上
演
記
録
の
初
見
は
、
天
文
十

 
 
五
年
六
月
九
日
（
『
証
如
上
人
日
記
』
に
よ
る
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
芸
能
論
）
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狂言「煎物」考

On SenJ'imono， a Ky6gen Piece

                                  Hideo INADA

                             （Japanese Performing Arts）

   Concerning Seojimono， we considered the following points of the formation and plan：

1） There is some possibility that the opening of Senjimono was affected by that of Kojizainin

（Ky6gen piece）． 2） The scene in which senjimono （medicinal drink） 一seller （the leading role）

disturbs the people in their rehearsing the performance of the Gion Festival was affected by

that of Matsuyani （Ky6gen piece） or Ky6gen Furyu （special direction of Okina）． 3） The

Scene in which senjimono-seller mimics the dance playing the kakko （Japanese little drum） is

related to that of Nabe-yatsubachi （Ky6gen piece）．
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