
宮
沢
賢
治
「
原
体
剣
舞
連
」
論

濱

田

有
紀
子

 
大
正
十
三
年
四
月
(
賢
治
二
十
八
歳
の
時
)
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
を
自

費
出
版
し
た
。
賢
治
は
、
こ
れ
を
詩
集
と
は
よ
ば
ず
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」

と
傍
題
し
た
。
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
作
品
は
、
大
正
十
一
、
二
年
の
二

年
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
頃
賢
治
は
岩
手
県
稗
貫
郡
立
稗
貫
農
学
校

で
教
師
を
し
て
い
た
。
『
春
と
修
羅
』
自
費
出
版
の
後
、
作
成
さ
れ
た
詩
集

原
稿
を
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
と
賢
治
自
身
が
名
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
ユ
 

出
版
さ
れ
た
こ
の
詩
集
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
第
一
集
と
よ
ぶ
。

 
賢
治
は
、
『
春
と
修
羅
』
の
詩
集
原
稿
を
清
書
し
た
後
、
印
刷
所
へ
と
渡

し
た
が
、
そ
の
渡
し
た
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
や
追
加
を
行
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
に
お
い
て
も
、
冒
頭
十
二
行
分
が
二
十
四
行
に

修
正
さ
れ
、
原
稿
の
差
し
替
え
が
な
さ
れ
た
う
え
、
校
正
の
段
階
に
お
い
て

も
さ
ら
な
る
手
直
し
が
施
さ
れ
、
い
っ
た
ん
活
字
と
な
っ
て
か
ら
も
な
お
筆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 
 

は
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
、
賢
治
の
念
の
入
れ
よ
う
が
見
ら
れ
る
。

 
賢
治
が
そ
も
そ
も
剣
舞
を
見
た
の
は
、
地
質
調
査
の
た
め
江
刺
郡
に
赴
い

た
、
大
正
六
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
で
あ
る
保
阪
嘉
事
宛
の
葉
書
に

は
剣
舞
の
様
子
を
詠
ん
だ
短
歌
四
首
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『
歌
稿
A
』
に
は

「
原
体
剣
舞
連
」
と
題
し
て
短
歌
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
文
芸
同

人
誌
『
ア
ザ
リ
ア
三
二
』
(
大
正
六
年
十
月
十
七
日
発
行
)
に
お
い
て
は
原

体
剣
舞
連
に
関
す
る
短
歌
三
首
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
詩
「
原
体
剣
舞
連
」

の
創
作
日
付
は
、
《
一
九
二
二
、
八
、
三
一
》
と
な
っ
て
お
り
、
保
阪
宛
で

記
さ
れ
た
短
歌
と
の
間
に
は
五
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
短
歌
の
方
を
、
心

象
ス
ケ
ッ
チ
の
方
法
で
描
き
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩

「
原
体
剣
舞
連
」
は
、
短
歌
の
題
材
を
素
地
と
し
て
、
ま
さ
に
詩
を
書
く
よ

う
な
意
識
で
描
か
れ
た
も
の
な
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

＊

 
「
原
体
剣
舞
連
」
と
題
し
て
剣
舞
の
様
子
を
歌
っ
た
『
歌
稿
A
』
の
短
歌

二
首
と
、
『
ア
ザ
リ
ア
三
野
』
で
発
表
さ
れ
た
「
原
体
剣
舞
連
」
と
題
し
た

短
歌
三
亜
目
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
短
歌
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
た
う
え
で
、
そ
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の
短
歌
に
さ
ら
に
何
が
付
け
加
え
ら
れ
、

の
か
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
る
。

詩
「
原
体
剣
舞
連
」
は
成
立
し
た

『
歌
稿
A
』
「
原
体
剣
舞
連
」

脳
 
さ
ま
よ
へ
る
た
そ
が
れ
鳥
に
似
た
ら
ず
や
青
仮
面
つ
け
て
踊
る
若
者

鰯
 
若
者
の
青
仮
面
の
下
に
つ
く
と
い
き
ふ
か
み
行
く
夜
を
い
で
し
弦
月

『
ア
ザ
リ
ア
三
輯
』
「
原
体
剣
舞
連
」

皿
 
や
る
せ
な
き
た
そ
が
れ
鳥
に
似
た
ら
ず
や
青
仮
面
つ
け
し
踊
り
手
の

 
 
訓
。

m
 
若
者
の
青
仮
面
の
下
に
つ
く
と
い
き
深
み
行
く
夜
を
出
で
し
弦
月
。

鵬
 
青
仮
面
の
若
者
よ
あ
＼
す
な
ほ
に
も
何
を
求
め
て
な
れ
は
踊
る
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
傍
線
-
濱
田

 
剣
舞
と
は
、
『
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
に
よ
る
と
、
岩
手
県
に
広
く
分
布

す
る
郷
土
芸
能
で
、
笛
・
太
鼓
・
鐘
等
、
八
～
十
数
名
の
踊
り
子
で
組
を
作

り
、
お
盆
に
各
家
の
仏
に
回
向
供
養
を
し
て
回
り
、
か
つ
て
は
町
へ
も
門
付

に
繰
り
出
し
た
。
ま
た
、
賢
治
が
江
刺
郡
土
性
調
査
で
出
会
っ
た
原
体
剣
舞

と
は
、
少
年
に
よ
っ
て
踊
ら
れ
る
羽
根
子
剣
舞
で
あ
る
。
ま
た
地
域
に
よ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ヨ
 

て
は
鬼
の
面
を
か
ぶ
る
鬼
剣
舞
等
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

 
先
に
挙
げ
た
短
歌
で
は
、
い
ず
れ
も
少
年
で
は
な
く
若
者
が
剣
舞
の
舞
手

と
な
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
鬼
の
面
を
か
ぶ
る
鬼
剣
舞
で
あ
る
か
の
よ
う
な

宮
沢
賢
治
「
原
体
剣
舞
連
」
論

描
か
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
で
描
か
れ
て
い
る
舞
手

は
、
事
実
上
の
少
年
に
よ
る
羽
根
子
剣
舞
と
は
明
ら
か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。

 
『
歌
稿
A
』
棚
の
短
歌
〈
さ
ま
よ
へ
る
た
そ
が
れ
鳥
に
似
た
ら
ず
や
青
仮

面
つ
け
て
踊
る
若
者
〉
で
は
、
鶏
の
黒
い
尾
を
飾
っ
た
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
た

そ
が
れ
空
に
さ
ま
よ
え
る
鳥
の
姿
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
、
こ
の
青
い
仮

面
を
つ
け
て
踊
る
若
者
た
ち
は
と
賢
治
は
言
う
。
こ
の
〈
さ
ま
よ
へ
る
〉
姿

と
は
、
舞
手
た
ち
を
見
た
賢
治
の
印
象
な
の
で
あ
り
、
ま
た
『
ア
ザ
リ
ア
三

輯
』
の
皿
で
は
、
〈
踊
り
手
の
歌
〉
に
く
や
る
せ
な
き
〉
思
い
を
も
抱
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
魍
の
〈
青
仮
面
の
若
者
よ
あ
＼
す
な
ほ
に
も

何
を
求
め
て
な
れ
は
踊
る
や
〉
と
、
賢
治
は
舞
手
に
問
い
か
け
る
。
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
賢
治
の
心
象
を
通
し
て
描
か
れ
た
短
歌
は
、
舞
手
が
少
年
で

は
な
く
若
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
姿
を
さ
ま
よ
え
る
も
の
、
や
る
せ
な

い
も
の
と
し
て
感
じ
、
何
を
求
め
て
踊
る
の
か
と
賢
治
は
問
う
。
こ
の
剣
舞

か
ら
受
け
た
賢
治
の
印
象
と
は
何
を
物
語
る
の
か
。
剣
舞
に
何
を
見
た
の
か
。

詩
「
原
体
剣
舞
連
」
の
分
析
を
行
い
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
深

め
て
ゆ
く
。

 
原
体
剣
舞
連

 
 
 
(
b
P
Φ
b
「
け
9
一
ω
貯
Φ
け
O
び
旨
P
O
匹
一
馬
一
①
O
)

 
 
 
α
p
ゲ
ー
α
p
7
島
9
D
げ
-
山
9
げ
ム
p
び
-
の
犀
。
ム
p
げ
ム
9
げ

こ
ん
や
異
装
の
げ
ん
月
の
し
た

鶏
の
黒
尾
を
頭
巾
に
か
ざ
り
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片
刃
の
太
刀
を
ひ
ら
め
か
す

原
体
落
の
端
手
た
ち
よ

老
い
ろ
の
は
る
の
樹
液
を

ア
ル
ペ
ン
農
の
辛
酸
に
投
げ

生
し
の
の
め
の
博
い
ろ
の
火
を

高
原
の
風
と
ひ
か
り
に
さ
＼
げ

菩
提
樹
皮
と
縄
と
を
ま
と
ふ

気
圏
の
戦
士
わ
が
朋
た
ち
よ

固
若
や
か
に
波
だ
つ
む
ね
を

間
ふ
く
よ
か
に
か
・
や
く
頬
を

傍
線
i
濱
田

 
詩
集
『
春
と
修
羅
』
は
、
大
正
十
三
年
(
一
九
二
四
)
四
月
二
十
日
、
関

根
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
賢
治
は
そ
の
手
元
に
あ
る
初
版
本
の
数
冊
に

加
筆
・
削
除
な
ど
の
手
入
れ
を
施
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
宮
沢
家
所
蔵
本

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
本
文
の
下
記
に
あ
る
同
戯
と
は
、
そ
の
宮
沢
家

所
蔵
本
を
さ
す
。

 
佐
藤
通
雅
氏
は
、
こ
の
詩
「
原
撃
剣
留
連
」
を
解
析
し
て
次
の
よ
う
に
述

 
で
る
 

べ
る
。
〈
「
こ
ん
や
異
装
の
げ
ん
月
の
し
た
」
以
下
1
7
行
ま
で
は
、
ま
ず
原
体

村
の
踊
り
手
た
ち
が
描
か
れ
る
。
詩
集
刊
行
後
、
さ
ら
に
6
行
目
を
「
若
や

か
に
波
だ
つ
む
ね
を
」
、
8
行
目
を
「
ふ
く
よ
か
に
か
ゴ
や
く
頬
を
」
と
修

正
し
た
の
は
、
踊
り
手
で
あ
る
若
者
の
姿
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
〉
と
あ
り
、
宮
沢
家
所
蔵
本
に
お
け
る
自
筆
手
入
れ
に
は
、
氏

が
言
わ
れ
る
よ
う
に
6
行
目
と
8
行
目
に
修
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
短
歌
に

続
い
て
こ
の
詩
に
お
い
て
も
ま
た
、
賢
治
は
舞
手
を
若
者
に
見
立
て
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
佐
藤
氏
は
、
詩
の
1
0
行
目
に
あ
る
く
気
圏
の
戦
士
わ

が
朋
た
ち
よ
〉
に
つ
い
て
、
〈
装
束
を
描
き
終
わ
り
、
踊
り
の
準
備
が
と
と

の
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
気
圏
の
戦
士
わ
が
朋
た
ち
よ
」
と
呼
び
か
け
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
若
者
た
ち
へ
の
連
帯
の
あ
い
さ
つ
で
あ
り
、
ま
た
踊
り
の

中
へ
と
自
己
同
化
し
て
い
く
起
点
を
示
す
句
で
も
あ
る
。
〉
の
だ
と
い
う
。

 
実
際
の
原
体
剣
舞
は
、
少
年
に
よ
る
剣
舞
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賢

治
は
舞
手
を
若
者
に
変
換
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
中
村
稔

氏
も
「
原
体
剣
舞
連
」
解
説
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
賢
治
は
剣
舞
の
野
手
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ら
ロ

ち
に
自
身
の
〈
心
に
ひ
そ
む
修
羅
た
ち
の
乱
舞
を
み
て
い
る
〉
の
で
あ
る
。

詩
「
春
と
修
羅
」
に
お
い
て
、
賢
治
は
〈
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
〉

と
叫
ぶ
。
そ
の
思
い
は
、
こ
の
詩
の
中
で
、
剣
舞
の
重
手
た
ち
へ
の
く
気
圏

の
戦
士
わ
が
覧
た
ち
よ
〉
と
の
呼
び
か
け
の
中
に
響
い
て
い
る
の
だ
。

 
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
で
は
、
修
羅
で
あ
る
賢
治
自
身
の
姿
を
舞
手
た
ち
に
重

ね
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
少
年
た
ち
で
は
な
く
、
若
者
の
荒
々
し
い
イ
メ
ー
ジ

が
賢
治
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
《
讐
①
暮
巴
玲
9
号
ヨ
。
畠
聾
a

(
1
1
修
飾
さ
れ
た
心
象
風
景
)
》
の
§
o
巳
貯
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
つ
ま
り

賢
治
の
心
象
を
通
し
て
見
た
時
、
蛍
手
は
少
年
で
は
な
く
若
者
の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
っ
た
と
い
う
修
飾
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
挙

げ
た
短
歌
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
、
修
羅
の
イ

メ
ー
ジ
が
修
飾
と
し
て
施
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
短
歌

・
の
中
で
賢
治
が
、
若
者
が
踊
る
剣
舞
の
姿
に
、
さ
ま
よ
え
る
も
の
、
や
る
せ

な
い
も
の
を
見
、
ま
た
何
を
求
め
て
踊
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
発
す
る
の
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は
、
賢
治
自
身
の
内
部
に
ひ
そ
む
修
羅
性
を
若
者
た
ち
の
踊
る
剣
舞
の
中
に

見
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
一
体
、
短
歌
か
ら
さ
ら
に
何
が
ヨ
。
岳
身

さ
れ
て
、
・
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
は
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
詩
の
も
つ
特

性
、
つ
ま
り
ヨ
。
畠
強
巴
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
迫
る
。

 
〈
気
圏
の
戦
士
〉
で
あ
る
剣
舞
の
舞
手
た
ち
は
、
片
刃
の
太
刀
を
ひ
ら
め

か
し
な
が
ら
何
と
戦
う
の
か
。
伊
藤
眞
一
郎
氏
は
、
「
『
原
体
剣
舞
連
』
」
の

論
の
中
で
、
賢
治
が
舞
手
を
少
年
で
な
く
、
若
者
に
設
定
し
た
そ
の
理
由
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

 
 
(
実
際
の
原
体
剣
舞
の
舞
手
は
、
)
定
村
忠
士
氏
も
現
地
の
見
聞
記
の

か
た
ち
で
念
押
し
に
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
学
校
の
中
・
低
学
年
の

子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者
自
身
も
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
れ

ま
で
の
多
く
の
読
者
は
、
こ
の
詩
の
舞
手
を
も
っ
と
年
長
の
逞
し
さ
も
備

わ
っ
て
き
た
若
者
と
し
て
読
ん
で
き
た
。
詩
書
の
舞
手
の
イ
メ
ー
ジ
と
現

実
の
そ
れ
と
は
み
ご
と
に
ず
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
こ
の
際
こ
の

読
み
の
ず
れ
は
、
原
体
剣
舞
に
つ
い
て
の
読
者
の
無
知
と
し
て
、
事
実
に

即
し
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。

(
略
)
そ
も
そ
も
作
者
は
「
原
体
剣
舞
連
」
で
、
実
際
の
剣
舞
を
写
そ
う

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
剣
舞
は
、
詩
内
部

の
読
み
で
示
し
て
き
た
通
り
、
性
の
誘
惑
の
克
服
と
い
う
、
近
年
注
目
さ

れ
て
い
る
こ
の
詩
人
の
魔
を
め
ぐ
る
問
題
に
恰
好
の
題
材
と
し
て
、

独
自
に
価
値
づ
け
ら
れ
、
新
た
な
土
俗
芸
能
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

宮
沢
賢
治
「
原
体
剣
舞
連
」
論

る
の
で
あ
る
。
舞
手
を
年
少
の
子
ど
も
と
し
て
読
ま
な
い
こ
と
に
何
ら
支

障
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
性
に
目
覚
め
た
若
者
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
 

の
意
義
は
半
減
す
る
の
で
あ
る
。

 
伊
藤
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
賢
治
が
心
象
内
で
〈
性
に
目
覚
め
た
若

者
〉
に
よ
る
剣
舞
の
姿
を
思
い
描
い
た
の
は
、
そ
こ
に
賢
治
内
部
で
の
く
性

の
誘
惑
〉
と
い
う
意
識
が
投
影
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
性
に
目
覚
め
た
若

者
を
こ
の
詩
に
登
場
さ
せ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
詩
の
意
義
が
浮
か
び
あ
が
る

の
だ
と
の
伊
藤
氏
の
指
摘
は
大
い
に
頷
け
よ
う
。

 
詩
の
中
で
登
場
す
る
若
者
の
姿
と
は
、
普
段
着
と
し
て
菩
提
樹
の
皮
を
は

い
で
作
っ
た
み
の
と
、
縄
の
帯
と
を
ま
と
い
、
辛
く
苦
し
い
酪
農
を
営
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
日
々
の
過
酷
な
労
働
に
勤
し
む
若
者
た
ち
が
、
そ
の
内
部

に
ひ
そ
む
性
欲
の
葛
藤
を
、
こ
の
剣
舞
と
い
う
踊
り
を
通
し
て
表
現
し
て
い

る
の
だ
と
、
賢
治
は
心
象
内
で
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
う
し
て
詩
に
描
き
と
っ
た
。

若
者
た
ち
の
性
的
葛
藤
の
姿
を
、
賢
治
自
身
の
性
的
葛
藤
と
同
化
さ
せ
、
賢

治
は
〈
気
圏
の
戦
士
わ
が
朋
た
ち
よ
〉
と
舞
手
た
ち
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ

る
。
短
歌
で
す
で
に
篭
手
た
ち
が
若
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
修
飾
が

こ
こ
で
す
で
に
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
は
短
歌

の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
こ
え
て
、
賢
治
の
剣
舞
の
イ
メ
ー
ジ
は
銀
河
に
ま
で

ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
短
歌
以
上
に
ヨ
。
象
な
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
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蛇
紋
山
地
に
篭
を
か
か
げ

ひ
の
き
の
髪
を
う
ち
ゆ
す
り

ま
る
め
ろ
の
匂
の
そ
ら
に

あ
た
ら
し
い
星
雲
を
燃
せ

 
 
 
匹
9
7
9
鋤
げ
-
の
犀
O
乱
9
げ
-
傷
餌
財

肌
膚
を
腐
植
と
土
に
け
づ
ら
せ

筋
骨
は
つ
め
た
い
炭
酸
に
粗
び

月
月
に
日
光
と
風
と
を
焦
慮
し

敬
重
に
年
を
累
ね
た
師
父
た
ち
よ

こ
ん
や
銀
河
と
森
と
の
ま
つ
り

准
平
原
の
天
導
線
に

さ
ら
に
も
強
く
太
鼓
を
〔
鳴
〕
ら
し

う
す
月
の
雲
を
ど
よ
ま
せ

 
1
中
略
-

さ
ら
に
た
だ
し
く
刃
を
合
わ
せ

欝
震
の
青
火
を
く
だ
し

四
方
の
夜
の
鬼
神
を
ま
ね
き

樹
液
も
ふ
る
ふ
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ

赤
ひ
た
た
れ
を
地
に
ひ
る
が
へ
し

電
雲
と
風
と
を
ま
つ
れ

 
 
α
P
げ
-
傷
P
げ
-
創
P
げ
乱
9
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボ
ア
 

 
先
に
挙
げ
た
佐
藤
通
雅
氏
の
論
の
中
で
、
氏
は
〈
敬
度
に
年
を
累
ね
た
師

父
た
ち
〉
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
た
さ
ら
に
原
体
剣
舞
の
ま
つ
り
の
意
義
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
示
唆
に
と
ん
だ
指
摘
を
し
て
い
る
。

 
次
に
登
場
す
る
の
は
、
年
を
重
ね
た
農
民
た
ち
だ
。
「
肌
膚
を
腐
植
と

土
に
け
づ
ら
せ
/
筋
骨
は
つ
め
た
い
炭
酸
に
粗
び
/
月
月
に
日
光
と
風
と

を
焦
慮
し
/
敬
度
に
年
を
累
ね
た
師
父
た
ち
よ
」
と
は
、
北
上
山
地
と
い

う
過
酷
な
土
壌
に
へ
ば
り
つ
き
、
天
候
の
異
変
に
心
労
を
重
ね
つ
つ
、
深

い
し
わ
を
た
く
わ
え
て
き
た
農
民
た
ち
を
さ
す
。
こ
れ
ら
老
若
二
者
に
連

帯
の
呼
び
か
け
を
し
た
後
、
「
こ
ん
や
銀
河
と
森
と
の
ま
つ
り
」
と
高
ら

か
に
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
銀
河
は
宇
宙
に
属
し
、
森
は
地
上
に
属
す

る
。
異
様
な
装
束
を
つ
け
、
奇
怪
な
面
を
か
ぶ
り
、
激
し
く
踊
り
狂
う
剣

舞
は
、
限
り
な
く
土
俗
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
ま
ま
の
姿
で

宇
宙
と
呼
応
し
、
宇
宙
の
根
源
的
生
命
力
を
も
呼
び
さ
ま
し
う
る
の
だ
と
、

賢
治
に
よ
っ
て
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。

 
佐
藤
氏
の
言
う
よ
う
に
、
〈
北
上
山
地
と
い
う
過
酷
な
土
壌
に
へ
ば
り
つ

き
、
天
候
の
異
変
に
心
労
を
重
ね
つ
つ
、
深
い
し
わ
を
た
く
わ
え
て
き
た
農

民
た
ち
〉
の
働
く
労
働
条
件
の
過
酷
さ
を
、
読
者
は
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
暮
ら
し
だ
か
ら
こ
そ
、
剣
舞
と
い
う
ま
つ
り
が

ま
た
い
き
て
く
る
の
だ
。
若
い
舞
手
と
、
太
鼓
を
な
ら
す
師
父
た
ち
に
よ
っ

て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
剣
舞
を
、
賢
治
は
く
こ
ん
や
銀
河
と
森
と
の
ま
つ

(70)



り
〉
と
よ
ぶ
。
そ
れ
は
、
原
体
村
の
村
人
た
ち
が
北
上
山
地
で
の
酪
農
と
い

う
〈
月
月
に
日
光
と
風
と
を
焦
慮
し
〉
な
が
ら
の
過
酷
な
労
働
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
日
光
や
風
、
雲
、
星
の
動
き
に
は
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
だ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
う
る
。
〈
電
雲
と
風
と
を
ま
つ
れ
〉
に
あ
る
ご
と
く
、
原
体
村

の
村
人
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
剣
舞
は
、
自
然
の
恵
み
に
対
す
る
、
ま
た
自
然

の
脅
威
に
対
す
る
、
村
人
た
ち
独
特
の
表
現
行
為
と
し
て
の
ま
つ
り
で
あ
る

の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
き
 

 
恩
田
逸
夫
氏
は
、
「
賢
治
に
お
け
る
舞
踊
へ
の
関
心
」
と
い
う
論
の
中
で
、

蛇
紋
山
地
に
ひ
ろ
が
る
尊
覧
の
効
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
〈
地

上
の
光
で
あ
る
篭
火
は
、
天
上
の
光
で
あ
る
星
座
と
呼
応
し
て
い
る
し
、
こ

の
詩
は
か
が
り
火
に
始
ま
っ
て
か
が
り
火
に
終
わ
っ
て
い
る
。
火
を
掲
げ

る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
銀
河
を
祭
る
こ
と
、
天
空
を
祭
る
こ
と
で
あ

る
。
〉
の
だ
と
。

 
〈
蛇
紋
山
地
に
簿
を
か
か
げ
〉
〈
あ
た
ら
し
い
星
雲
を
燃
せ
〉
と
は
、
北

上
山
地
の
広
が
る
大
地
に
篭
火
を
た
い
て
、
そ
の
辺
り
一
こ
組
ぼ
ん
や
り
明

る
く
な
る
光
の
効
果
を
う
ん
で
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
〈
准
平
原
の
天
末
線

に
/
さ
ら
に
も
強
く
太
鼓
を
〔
鳴
〕
ら
し
〉
と
は
、
同
じ
く
北
上
山
地
の
地

平
線
に
鳴
り
響
く
太
鼓
の
音
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ス
コ
ダ
ダ
ー

と
強
く
と
ど
ろ
く
音
の
効
果
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
篭
火
の
光

と
音
と
の
効
果
に
よ
っ
て
、
こ
の
〈
銀
河
と
森
と
の
ま
つ
り
〉
を
も
り
た
て

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
効
果
に
よ
っ
て
こ
そ
、
恩
田
氏
の
言
う
〈
銀
河

を
祭
る
こ
と
、
天
空
を
祭
る
こ
と
〉
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

宮
沢
賢
治
「
原
体
剣
舞
連
」
論

 
鵠
。
一
＝
O
乱
国
。
一

 
 
 
 
 
む
か
し
達
谷
の
悪
路
王

 
 
 
 
 
ま
っ
く
ら
く
ら
の
二
里
の
洞

 
 
 
 
 
わ
た
る
は
夢
と
三
夜
神

 
 
 
 
 
首
は
刻
ま
れ
漬
け
ら
れ

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
も
か
ゴ
り
に
ゆ
す
れ

 
 
 
 
 
青
い
仮
面
こ
の
こ
け
お
ど
し

 
 
 
 
 
〔
太
〕
刀
を
浴
び
て
は
い
つ
ぶ
か
ぶ

 
 
 
 
 
夜
風
の
底
の
蜘
蛛
お
ど
り

 
 
 
 
 
胃
袋
は
い
て
ぎ
つ
た
ぎ
た

 
 
α
㊤
7
山
0
7
匹
9
7
α
p
『
ム
9
『
の
閃
。
ム
9
。
げ
-
島
9
ず

 
 
 
 
 
 
(
中
略
)

夜
風
と
ど
ろ
き
ひ
の
き
は
み
だ
れ

月
は
射
そ
そ
ぐ
銀
の
矢
並

打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
い
の
ち

太
刀
の
軋
り
の
消
え
ぬ
ひ
ま

 
 
匹
p
ゲ
ー
島
9
げ
ム
曽
げ
ム
。
ず
-
α
p
7
ω
犀
。
-
自
p
7
匹
p
げ

太
刀
は
稲
妻
萱
穂
の
さ
や
ぎ

獅
子
の
〔
星
〕
座
に
散
る
火
の
雨
の

消
え
て
あ
と
な
い
天
の
が
は
ら

打
つ
も
果
て
る
も
ひ
と
つ
の
い
の
ち
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傷
P
げ
臨
傷
P
げ
-
α
9
げ
-
α
淘
げ
一
μ
P
げ
-
の
評
O
-
α
9
げ
-
山
9
ぴ

 
北
上
山
地
か
ら
発
す
る
光
と
音
と
の
、
こ
の
ま
つ
り
が
他
の
天
体
の
星
雲

に
も
届
い
た
か
の
よ
う
に
、
〈
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
も
か
ゴ
り
に
ゆ
す
れ
〉
と
、

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
星
雲
が
、
北
上
山
地
の
か
が
り
火
の
照
り
返
し
に
よ
っ
て
、

赤
い
光
を
返
し
て
く
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
〈
銀
河
と
森
と
の
ま
つ
り
〉
で

あ
り
、
剣
舞
が
宇
宙
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
太
刀
と
太
刀
と
が
ふ
れ
合
い
、
軋
り
合
う
音
は
剣
舞
の
迫
力
を
も

思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
〈
打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
い
の
ち
〉
〈
打
つ
も

果
て
る
も
ひ
と
つ
の
い
の
ち
〉
と
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
気
圏
の
戦
士
〉
と
し

て
の
修
羅
ど
お
し
の
戦
い
を
、
賢
治
は
思
い
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
打
つ

方
も
打
た
れ
る
方
も
火
花
の
よ
う
な
、
は
か
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
剣
舞
に
、
修
羅
対
修
羅
の
闘
争
を
見
、
ま
た
そ
の
修
羅
の
い
の
ち

の
は
か
な
さ
を
描
く
賢
治
。
そ
の
時
、
〈
打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
い
の
ち
〉

と
し
て
の
修
羅
の
は
か
な
い
い
の
ち
で
あ
る
な
ら
ば
、
修
羅
で
あ
る
こ
の
身

を
、
銀
河
に
向
か
っ
て
解
き
放
っ
て
し
ま
え
、
と
い
う
賢
治
の
切
な
い
思
い

が
、
こ
の
詩
に
は
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

＊

 
短
歌
で
す
で
に
、
少
年
で
は
な
く
、
事
実
と
は
異
な
っ
た
《
若
者
》
を
登

場
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
短
歌
で
す
で
に
B
o
α
強
巴
が
施
さ
れ

て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
で
は
、
そ
の
短
歌

の
内
容
を
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
か
た
ち
で
、
こ
の
ま
つ
り
は

銀
河
と
森
と
が
呼
応
し
た
も
の
だ
と
飛
翔
さ
せ
て
お
り
、
ま
た
擬
音
語
な
ど

の
効
果
に
よ
っ
て
臨
場
感
を
か
も
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

こ
の
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
に
お
け
る
(
§
①
素
地
ω
屏
9
。
げ
ヨ
。
餌
庄
Φ
α
)
の

巨
。
住
庄
巴
が
施
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
韻

律
の
調
整
に
よ
っ
て
ヨ
。
巳
h
δ
匹
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
方
は
ど
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
 

安
川
定
男
氏
は
、
「
賢
治
の
詩
の
音
楽
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
の
中
で
、

こ
の
詩
の
韻
律
の
調
整
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

 
「
原
体
剣
舞
連
」
の
場
合
も
ま
た
、
匹
p
げ
己
普
-
匹
9
・
げ
-
α
p
7
量
げ
-
路
守

傷
9
げ
-
α
筈
.
 
と
い
う
太
鼓
の
擬
音
化
や
.
 
寓
⊆
国
。
一
＝
○
一
、
と
い
う
呼
び

声
や
一
、
二
箇
所
の
破
調
を
除
い
て
、
全
篇
(
四
十
数
行
)
が
七
・
七
と

七
・
五
と
五
・
七
の
連
続
も
し
く
は
交
錯
し
た
反
復
を
も
っ
て
貫
か
れ
て

い
る
。
(
中
略
)
七
・
七
、
七
・
五
、
五
・
七
の
不
規
則
な
連
鎖
と
交
替

か
ら
成
る
韻
律
構
造
の
多
少
の
錯
雑
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
力
強
い

躍
動
性
と
た
た
み
こ
む
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
本
篇
の
主
題
た
る
「
剣
舞
」

に
全
く
ふ
さ
わ
し
い
テ
ン
ポ
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
抑
揚
を
生
み
出
し
て
い
る

(
中
略
)
七
・
七
、
七
・
五
、
五
・
七
の
一
律
で
な
い
不
規
則
な
交
錯
を

含
ん
だ
反
響
が
、
そ
の
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
急
迫
し
た
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
、
躍
動
的
な
舞
踊
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
事
に
写
し
取
っ
て
い
る
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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安
川
氏
の
指
摘
す
る
〈
七
・
七
、
七
・
五
、
五
・
七
の
不
規
則
な
連
鎖
と

交
替
か
ら
成
る
韻
律
構
造
〉
と
は
、
ま
さ
に
賢
治
が
(
ヨ
Φ
暮
巴
ω
ぎ
9
げ

目
。
α
庄
巴
)
と
傍
題
し
た
と
こ
ろ
の
§
o
ユ
庄
Φ
α
が
施
さ
れ
て
い
る
韻
律
調

整
内
容
の
部
分
で
あ
る
。
今
回
、
本
稿
で
は
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
に
お
け
る

(
b
P
①
］
P
け
P
一
の
犀
①
け
O
げ
b
P
O
α
一
h
一
①
畠
)
の
ヨ
。
家
陰
①
α
が
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

意
味
内
容
に
つ
い
て
重
点
を
お
き
論
及
し
て
き
た
が
、
韻
律
の
調
整
も
ま
た

賢
治
が
ヨ
。
象
h
一
三
を
施
し
た
要
所
で
も
あ
る
の
だ
。

 
こ
の
詩
に
お
い
て
賢
治
は
、
修
羅
と
し
て
の
心
象
風
景
と
呼
応
さ
せ
る
か

の
よ
う
に
、
剣
舞
の
戦
う
姿
を
修
羅
と
見
て
お
り
、
こ
の
ま
つ
り
を
〈
銀
河

と
森
と
の
ま
つ
り
〉
だ
と
飛
躍
さ
せ
る
そ
の
時
、
賢
治
内
部
の
修
羅
は
銀
河

へ
と
昇
華
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

(
＊
4
)
佐
藤
通
雅
「
賢
治
詩
の
解
析
・
原
体
剣
舞
連
」
(
「
國
文
學
解
釈
と

 
 
教
材
研
究
」
學
燈
社
 
昭
和
五
十
九
年
一
月
)

(
＊
5
)
中
村
稔
「
原
体
剣
舞
連
」
解
説
『
日
本
の
詩
歌
1
8
宮
沢
賢
治
』
中

 
 
公
文
庫
(
中
央
公
論
社
 
一
九
九
一
年
七
月
)

(
＊
6
)
伊
藤
眞
一
郎
「
『
原
体
剣
舞
連
』
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文

 
 
堂
 
一
九
九
五
年
九
月
)

(
＊
7
)
(
＊
4
)
に
同
じ
。

(
＊
8
)
恩
田
逸
夫
「
賢
治
に
お
け
る
舞
踊
へ
の
関
心
」
(
「
武
蔵
野
女
子
大
学

 
 
紀
要
第
2
号
」
武
蔵
野
女
子
大
学
文
化
学
会
 
昭
和
四
十
二
年
三
月

 
 
一
日
)

(
＊
9
)
安
川
定
男
「
賢
治
の
詩
の
音
楽
性
に
つ
い
て
」
(
「
国
文
学
解
釈
と

 
 
鑑
賞
」
至
文
堂
 
一
九
九
五
年
九
月
)

(73)

(
＊
1
)
こ
の
第
一
段
落
目
に
つ
い
て
は
、
栗
原
敦
「
賢
治
詩
事
典
『
春
と
修

 
 
羅
』
第
一
集
」
(
「
別
冊
國
文
学
Z
o
.
 
①
宮
沢
賢
治
必
携
」
學
燈
社

 
 
一
九
八
○
年
五
月
)
に
依
拠
し
て
お
り
、
ま
た
要
約
し
ま
と
め
た
。

(
＊
2
)
こ
の
第
二
段
落
目
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
通
雅
「
賢
治
詩
の
解
析
・
原

 
 
体
剣
舞
連
」
(
「
國
文
學
解
釈
と
教
材
研
究
」
學
燈
社
 
昭
和
五
十
九

 
 
年
一
月
)
に
依
拠
し
て
お
り
、
ま
た
要
約
し
ま
と
め
た
。

(
＊
3
)
こ
の
段
落
に
関
し
て
は
、
『
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
(
東
京
書
籍
 
一

 
 
九
八
九
年
十
月
 
第
一
版
第
一
刷
)
よ
り
「
剣
舞
」
の
項
を
要
約
し
ま

 
 
と
め
た
。

宮
沢
賢
治
「
原
体
剣
舞
連
」
論


