
1
職
能
民
と
草
木
虫
魚
1

稲

田

秀

雄

は
じ
め
に

 
狂
言
に
は
能
の
演
出
様
式
が
随
所
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
中
で

も
、
旅
人
の
前
に
亡
霊
が
出
現
す
る
夢
幻
能
の
形
式
を
模
し
た
「
楽
阿
弥
」
「
通
円
」

「
祐
善
」
等
の
曲
を
、
特
に
舞
狂
言
と
称
し
て
い
る
。
大
蔵
流
で
は
、
か
つ
て
こ

れ
ら
の
曲
を
「
出
家
座
頭
類
」
（
虎
謡
本
）
や
「
鬼
山
伏
之
類
」
（
虎
寛
本
）
に
分

類
し
て
い
た
が
、
現
在
は
出
家
座
頭
狂
言
に
含
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
和
泉
流

で
も
、
現
在
は
出
家
物
の
中
に
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
鷺
流
の
享
保
保
教
本

な
ど
で
は
「
仕
舞
事
」
と
い
う
独
自
の
分
類
も
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
分

類
の
仕
方
は
流
儀
に
よ
っ
て
様
々
で
は
あ
る
が
、
古
く
か
ら
一
群
の
も
の
と
意
識

さ
れ
、
狂
言
の
一
角
に
独
自
の
世
界
を
築
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
曲
は
、
従
来
、
能
の
様
式
や
詞
章
を
も
じ
つ
た
特
殊
な
狂

言
と
し
て
の
み
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

能
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
が
、
も
っ
ぱ
ら
舞
狂
言
の
特
質
と
し
て
強
調
さ
れ
て

 
 
 
 
 
（
1
）

き
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
舞
狂
言
は
、
単
に
能
の
も
ど
き
と
し
て
の
存
在
価
値
し
か
も
た
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
舞
狂
言
を
二
系
列
に
分
け
、
そ
の
各
層
の
先
後
関

係
を
整
理
し
た
上
で
、
構
想
・
表
現
の
特
色
を
総
合
的
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
舞
狂
言
の
狂
言
作
品
と
し
て
の
あ
ら
た
な
側
面
（
能
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ

と
は
む
ろ
ん
重
要
な
一
面
で
あ
る
が
）
に
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
ろ

 
舞
狂
言
と
見
な
し
得
る
現
存
曲
は
、
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
「
通
円
」
「
双
六
」
「
野
老
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ま
ぐ
り

「
蛸
」
「
蝉
」
（
以
上
、
現
行
曲
）
「
春
朔
」
「
底
貫
」
「
二
人
座
頭
」
「
栄
螺
」
「
蛙
蛤
」

（
以
上
、
廃
絶
曲
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
他
に
能
「
熊
坂
」
の
も
じ
り
で
あ
る

「
塵
塚
」
と
い
う
曲
が
存
し
て
お
り
、
芳
賀
矢
一
氏
編
『
狂
言
二
十
番
』
（
冨
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

房
、
明
3
6
）
等
に
翻
刻
が
あ
る
。
こ
れ
は
鷺
流
の
も
の
ら
し
い
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
底
本
は
不
明
で
あ
り
、
名
寄
類
に
も
見
え
な
い
。
か
な
り
成
立
の
新
し
い
曲
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
回
の
考
察
の
範
囲
か
ら
は
一
応
除
外
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

 
こ
れ
ら
舞
狂
言
は
、
人
間
の
亡
霊
を
シ
テ
と
す
る
系
列
と
、
草
木
虫
魚
の
亡
霊

を
シ
テ
と
す
る
系
列
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
系
列
の
シ
テ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

芸
能
者
を
含
む
広
義
の
職
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
職
能
民
の
亡
霊
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
（
後
掲
の
表
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
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舞
狂
言
の
構
想
上
の
一
大
特
色
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
な
お
本
稿
で
は
、
右
に
掲
げ
た
諸
士
に
加
え
て
、
通
常
は
女
狂
言
に
分
類
さ
れ

て
い
る
「
塗
師
（
塗
師
平
六
）
」
も
考
察
の
範
囲
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
曲

は
、
前
半
は
常
の
狂
言
で
あ
る
が
、
後
半
は
亡
霊
（
偽
幽
霊
で
は
あ
る
が
）
が
登

場
し
て
死
後
の
苦
患
を
見
せ
る
の
で
あ
り
、
舞
狂
言
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
（
鷺
流
享
保
保
教
本
で
は
、
「
塗
師
」
も
他
の
舞
狂
言
と
同
じ
く

「
仕
舞
」
の
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
曲
の
シ
テ
も
塗
師
と
い
う

職
人
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
以
下
、
一
曲
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
こ
れ
ら
舞
狂
言
の
シ
テ
、
ワ
キ
、
舞
台
と

な
る
場
所
を
一
覧
表
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
「
旅
の
僧
（
ワ
キ
）
が
あ
る
土

地
を
訪
れ
、
所
の
者
（
ア
イ
）
か
ら
そ
の
場
所
ゆ
か
り
の
人
物
（
ま
た
は
、
生
き

物
）
に
関
す
る
物
語
を
聞
き
、
弔
い
を
す
る
と
そ
の
人
物
の
亡
霊
（
シ
テ
）
が
現

わ
れ
、
最
期
（
ま
た
は
死
後
）
の
有
様
を
再
現
し
て
見
せ
る
」
と
い
う
の
が
、
舞

狂
言
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
筋
立
て
で
あ
る
。
シ
テ
は
す
べ
て
亡
霊
で
あ
り
（
「
塗
師
」

の
み
は
偽
幽
霊
）
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
で
は
、
曲
名
が
シ
テ
の
名
を
示
し
て
い
る

場
合
が
多
い
。

曲
名

シ
テ

ワ
キ
（
ア
ド
）

場
所

備
考

世
阿
弥

尺
八
吹
き

東
国
の
僧

別
保
の
松
原

祐
善

傘
張
り

輔
輯
谷
の
僧

五
条
油
小
路

通
円

茶
屋
坊
主

東
国
の
僧

宇
治
橋

列
系
の
民
二
三

双
六

双
六
打
ち
（
九
郎
蔵
）

甲
賀
の
僧
＊
1

知
ら
ぬ
里

塗
師

塗
師
（
平
六
）

平
六
の
師
匠

越
前
北
の
庄

前
半
は
常
の
狂
言

春
朔
＊
2

大
酒
飲
み

筑
紫
の
僧

樽
井
の
宿

底
貫

大
酒
飲
み

南
都
の
僧

垂
井
の
宿

「
春
朔
」
の
改
作

二
人
座
頭

座
頭
（
教
都
坊
）

矢
矧
の
座
頭

山
田
の
宿

野
老

野
老

丹
波
の
僧

能
勢
の
里
＊
9
0

天
正
狂
言
本
は
二
場
形
式
と
思
わ
れ
る

蛸

蛸

筑
紫
の
僧

清
水
の
浦

列
系
の
魚
富
木
草

蝉

蝉

諸
国
行
脚
の
僧

上
松
の
里

享
保
保
教
本
は
弓
場
形
式

栄
螺

栄
螺

下
津
浦
の
僧

貝
殻
浜

蛙
蛤

蛤

都
の
僧

桑
名
の
浜

＊
1
享
保
保
教
本
・
狂
言
記
拾
遺
は
東
国
の
僧
。

＊
2
野
中
本
の
表
記
に
よ
る
。
他
に
「
春
作
」
「
春
策
」
等
の
表
記
も
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ラ
マ
ノ
ト
コ
ロ

＊
3
天
正
狂
言
本
は
鞍
馬
山
と
す
る
。
『
毛
吹
草
』
巻
四
に
「
鞍
馬
草
蘇
」
と
あ
る
よ
う
に
、

 
野
老
は
鞍
馬
の
名
物
で
も
あ
っ
た
。

二

 
○
「
楽
阿
弥
」
 
〔
職
能
民
の
系
列
〕
の
中
で
は
、
「
楽
阿
弥
」
が
成
立
の
古
い
曲

で
あ
ろ
う
。
永
禄
四
年
三
月
一
日
の
上
演
記
録
が
あ
る
が
（
コ
ニ
好
亭
御
成
記
』
）
、

こ
れ
は
舞
狂
言
全
体
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
天
正
狂
言
本
（
以

下
、
天
正
本
と
す
る
）
の
目
録
に
見
え
る
「
し
や
く
八
ら
く
あ
み
」
は
本
曲
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
、
近
世
以
降
の
諸
流
台
本
に
も
一
貫
し
て
見
え
て
い
る
。

 
「
寸
寸
弥
」
は
、
田
口
和
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
田
楽
の
演
じ
た
「
尺
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

の
能
」
の
も
じ
り
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
、
ワ
キ
が
短
冊
・
尺

八
の
掛
け
ら
れ
た
松
に
目
を
留
め
る
の
は
、
所
の
者
の
オ
シ
エ
と
と
も
に
能
「
松

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

風
」
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
こ
の
曲
の
シ
テ
は
、
い
わ
ゆ
る
薦
僧
に
相
当
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
薦
僧
は
『
三

十
二
番
職
人
歌
合
』
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
家
々
の
門
口
で
尺
八
を
吹
い
て
渡
世
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す
る
底
辺
の
芸
能
者
と
い
え
よ
う
。
ワ
キ
も
ま
た
、
尺
八
を
た
し
な
む
僧
で
あ
り
、

シ
テ
と
ワ
キ
と
が
「
つ
れ
尺
八
」
を
行
な
う
と
い
う
点
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
二
人
つ
れ
」
の
芸
能
を
演
じ
る
趣
向
と
と
も
に
、
ワ
キ
が
シ
テ
と
同

業
の
者
と
い
う
設
定
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
設
定
は
、
後
述
の
よ
う
に
以
下
の
舞

狂
言
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

 
楽
阿
弥
が
悪
口
ゆ
え
に
人
々
に
殺
さ
れ
る
さ
ま
は
、
尺
八
の
製
作
過
程
に
よ
そ

 
 
 
 
 
 
（
6
）

え
て
表
現
さ
れ
る
。

 
 
当
て
よ
や
と
て
枕
擁
め
の
、
三
つ
伏
せ
に
押
し
伏
せ
ら
れ
て
、
縄
擁
め
柱
擁

 
 
め
に
、
焙
つ
つ
踏
ん
づ
、
捻
ち
つ
引
か
れ
つ
、
そ
の
い
に
し
へ
の
尺
八
竹
の
、

 
 
今
に
冥
途
の
苦
患
と
な
る
を
、
助
け
給
へ
や
御
僧
よ
、
猶
も
輪
廻
の
妄
執
は
、

 
 
此
年
ま
で
も
数
寄
の
下
が
ら
ぬ
、
姥
竹
の
恋
し
さ
は
、
わ
れ
な
が
ら
う
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

 
 
ら
憎
や
と
か
き
消
す
や
う
に
ぞ
失
せ
に
け
る
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

特
に
傍
線
部
は
、
竹
が
尺
八
に
作
ら
れ
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
よ

う
に
楽
阿
弥
は
所
の
人
々
に
責
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
宗
長
手
記
』
下
（
大
永
六

年
）
に
、
三
井
寺
の
東
円
坊
と
い
う
尺
八
の
名
手
に
つ
い
て
、
「
尺
八
を
き
り
し
ら

べ
ら
る
〉
事
上
手
に
も
や
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
尺
八
吹
き
は
自
ら
も
尺
八
を

作
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
尺
八
吹
き
は
尺
八
作
り
の
職
人
で
も
あ
っ
た

の
だ
。
本
曲
は
右
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
尺
八
に
縁
あ
る
語
を
詞
章
に

多
く
含
み
、
以
下
の
舞
狂
言
に
見
ら
れ
る
物
尽
く
し
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
点
も

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
な
お
、
本
曲
中
に
引
か
れ
る
「
両
頭
を
切
断
し
て
よ
り
、
尺
八
寸
の
内
古
今
に

通
ず
。
吹
き
起
こ
す
無
常
心
の
一
曲
、
三
千
里
外
に
知
音
を
絶
す
」
と
い
う
詩
句

は
、
「
尺
八
の
能
」
に
も
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
永
正
九
年
成
立
の
『
髄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

源
紗
』
に
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
加
賀
国
一
向
一
揆
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

顛
末
を
記
し
た
『
官
地
論
』
に
も
後
半
の
句
が
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

 
 
夫
々
八
ト
申
ハ
、
王
画
期
ノ
胡
国
ニ
テ
洛
ヲ
恋
ヒ
、
泣
悲
給
フ
其
ノ
声
ヲ
学

 
 
ビ
テ
作
り
ケ
ル
ニ
ヤ
。
サ
レ
バ
古
人
ノ
詩
式
モ
、
「
吹
起
ス
無
常
心
ノ
一
曲
、

 
 
三
千
里
ノ
外
二
絶
コ
知
音
弓
」
ト
云
ヘ
リ
。

尺
八
の
起
源
を
王
昭
君
に
関
心
付
け
る
説
は
能
「
籠
尺
八
」
（
番
外
曲
）
等
に
も
見

え
る
が
、
こ
の
詩
句
も
尺
八
の
由
来
と
結
び
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
知
ら
れ
て
い
た

も
の
ら
し
い
。

 
○
「
祐
善
」
 
天
正
本
の
目
録
に
「
さ
し
笠
は
り
」
と
あ
る
の
は
本
曲
で
あ
ろ
う
。

文
禄
二
年
十
月
十
一
日
の
太
閤
秀
吉
禁
中
能
三
日
目
に
上
演
さ
れ
て
お
り
（
『
文
禄

慶
長
御
能
組
』
・
『
小
鼓
大
倉
家
古
能
組
』
）
、
近
世
初
期
以
降
の
諸
流
台
本
に
も
一

貫
し
て
見
え
る
。
前
シ
テ
を
出
し
、
客
席
形
式
を
と
る
の
は
あ
ら
た
な
工
夫
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

ろ
う
。
下
手
な
職
人
が
悪
口
ゆ
え
に
人
々
に
殺
さ
れ
、
非
業
の
最
期
を
遂
げ
る
と

い
う
構
想
は
、
確
実
に
「
楽
曲
弥
」
の
影
響
下
に
あ
る
。
詞
章
に
も
次
の
よ
う
に

類
似
の
表
現
が
あ
る
。

 
 
祐
善
が
唐
傘
は
日
本
一
の
下
手
な
り
と
名
を
も
ら
し
放
れ
や
す
し
、
い
や
と

 
 
て
召
す
人
な
か
り
け
れ
は
あ
そ
こ
へ
差
し
掛
け
、
こ
こ
へ
差
し
掛
け
、
お
傘

 
 
召
さ
れ
よ
傘
召
さ
れ
よ
と
叫
べ
ど
も
呼
ば
は
れ
ど
も
、
人
は
答
へ
ず
春
な
が

 
 
ら
日
傘
も
早
く
た
け
笠
の
、
骨
折
れ
や
腹
立
ち
や
と
て
、
…
…
科
も
な
き
人

 
 
に
向
か
ひ
て
さ
は
ら
ば
冷
や
せ
と
悪
口
す
れ
は
、
彼
が
頭
を
割
り
擁
め
や
、

 
 
し
や
く
く
擁
め
に
し
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
）

こ
の
あ
た
り
は
「
楽
阿
弥
」
の
、

 
 
も
と
よ
り
楽
阿
弥
は
し
ゅ
つ
な
る
面
差
し
に
て
、
か
し
こ
の
旅
人
こ
〉
の
茶

 
 
屋
、
あ
そ
こ
の
門
に
差
し
寄
せ
差
し
寄
せ
、
機
嫌
も
知
ら
ず
尺
八
を
吹
き
鳴

 
 
ら
し
て
、
楽
阿
弥
に
代
り
一
銭
尺
八
吹
き
に
は
何
に
も
く
れ
ね
は
、
腹
立
ち

 
 
や
腹
立
ち
や
と
あ
っ
そ
こ
ご
こ
に
て
悪
口
す
れ
は
、
…
…
当
て
よ
や
と
て
枕

 
 
擁
め
の
三
つ
伏
せ
に
押
し
伏
せ
ら
れ
て
、
縄
擁
め
柱
寄
め
に
…
（
虎
明
本
）

を
踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
（
特
に
傍
線
部
）
。

 
天
理
本
（
虎
明
本
の
「
古
本
に
云
」
の
注
記
も
）
で
は
、
ワ
キ
の
僧
が
も
と
傘

張
り
と
さ
れ
て
お
り
、
弔
う
者
と
弔
わ
れ
る
者
と
が
同
じ
職
の
者
で
あ
る
と
い
う

設
定
も
「
楽
阿
弥
」
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
全
体
を
傘
に
縁
あ
る
語
で
統
一
す
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る
と
い
う
構
想
を
も
ち
、
傘
尽
く
し
の
詞
章
に
よ
っ
て
、
「
楽
阿
弥
」
以
上
に
物
尽

く
し
の
趣
向
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

 
○
「
通
円
」
 
天
正
本
目
録
に
見
え
る
「
と
う
ゑ
ん
」
は
本
曲
の
可
能
性
が
あ
る
。

近
世
初
期
以
降
の
諸
流
台
本
に
あ
る
。
茶
（
道
具
）
尽
く
し
の
詞
章
を
も
ち
、
な

お
か
つ
世
阿
弥
作
の
能
「
頼
政
」
の
後
場
を
徹
底
的
に
も
じ
る
。
舞
狂
言
の
中
で

も
、
特
定
の
能
の
か
な
り
徹
底
し
た
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
は
、
本
曲
が
最
初
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
「
楽
音
弥
」
よ
り
は
後
の
作
で
あ
ろ
う
が
、
「
祐
善
」
と
の
先
後
関
係

は
明
確
で
な
い
。

 
茶
屋
坊
主
の
通
円
が
、
宇
治
橋
の
供
養
に
押
し
掛
け
た
大
勢
の
客
を
相
手
に
奮

闘
す
る
さ
ま
を
合
戦
に
見
立
て
た
発
想
は
、
舞
狂
言
の
中
で
も
本
曲
独
自
の
も
の

で
あ
る
。
「
楽
阿
弥
」
や
「
祐
善
」
の
よ
う
に
所
の
人
々
に
直
接
殺
さ
れ
る
の
と
は

異
な
り
、
本
曲
の
シ
テ
は
、
い
わ
ば
職
に
殉
じ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
滑
稽

味
と
と
も
に
特
有
の
悲
壮
感
が
漂
う
の
で
あ
る
。

 
○
「
双
六
」
 
天
正
本
目
録
に
あ
る
「
く
ら
ふ
ざ
う
（
九
郎
蔵
）
」
は
本
曲
で
あ
ろ

う
。
近
世
初
期
以
降
の
和
泉
流
に
あ
り
、
狂
言
記
拾
遺
に
も
あ
る
（
「
双
六
僧
」
）
。

鷺
流
で
は
享
保
保
教
本
に
あ
り
、
南
都
禰
宜
流
の
狂
言
で
あ
る
と
注
記
す
る
。
双

六
の
勝
負
が
も
と
で
の
喧
嘩
が
刃
傷
沙
汰
に
な
っ
て
、
相
手
に
殺
さ
れ
る
さ
ま
を

双
六
用
語
尽
く
し
で
再
現
す
る
。
享
保
保
教
本
に
、
南
都
禰
宜
流
の
装
束
付
と
し

て
、
能
「
頼
政
」
風
の
出
立
を
記
す
と
こ
ろ
が
ら
見
る
と
、
「
双
六
」
は
「
通
円
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

の
影
響
下
に
あ
る
ら
し
い
。
職
に
殉
じ
た
者
を
シ
テ
と
す
る
修
羅
物
風
の
構
想
は

確
か
に
「
通
円
」
と
類
似
し
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
の
中
で
も
、
下
手
な
職
能
民
の

最
期
を
描
く
「
置
戸
弥
」
「
祐
善
」
と
は
ま
た
別
種
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
天
理
本
に
お
い
て
、
ワ
キ
が
も
と
双
六
打
ち
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
「
楽

阿
弥
」
「
箆
鷺
」
と
も
共
通
す
る
設
定
で
あ
る
。

 
○
「
塗
師
」
 
天
正
本
目
録
に
あ
る
「
う
る
し
ば
け
」
は
本
曲
で
あ
ろ
う
。
近
世

以
降
の
諸
流
台
本
に
あ
る
。
鷺
流
仁
右
衛
門
派
で
は
珍
敷
狂
言
で
あ
っ
た
。
こ
の

曲
の
み
が
偽
幽
霊
で
あ
る
。
都
の
塗
師
が
、
昔
風
の
細
工
が
は
や
ら
な
い
の
で
、

越
前
に
住
む
弟
子
の
平
六
を
頼
っ
て
下
向
す
る
。
平
六
の
妻
は
師
匠
の
出
現
で
、

夫
の
仕
事
に
差
し
支
え
る
の
で
は
と
思
い
、
「
夫
は
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
作
り
話

を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
作
り
話
を
実
証
す
る
た
め
に
、
夫
が
や
む
な
く
幽
霊
に
扮

し
て
師
匠
の
前
に
現
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
こ
の
あ
た
り
の
構
想
は
、
に
せ
鬼
・

に
せ
幽
霊
の
出
る
「
清
水
」
「
武
悪
」
と
も
共
通
す
る
）
。

 
つ
ま
り
、
本
曲
は
舞
狂
言
の
そ
の
ま
た
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
舞
狂
言
の
様
式
が
あ
る
程
度
確
立
し
て
か
ら
、
常
の
狂
言
の
後
半
部
分
に
舞

狂
言
を
組
み
込
む
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
期
の
有
様
の
再
現

よ
り
も
死
後
の
苦
患
に
焦
点
を
当
て
、
生
前
の
職
の
有
様
を
俄
類
す
る
か
た
ち
で
、

漆
が
絞
ら
れ
る
よ
う
に
責
め
を
受
け
る
さ
ま
を
見
せ
る
。

 
 
恥
つ
か
し
な
が
ら
餓
鬼
道
の
ぬ
し
と
な
っ
て
、
零
丁
の
こ
と
く
な
る
、
淵
に

 
 
臨
ん
で
漆
合
子
に
水
を
予
て
飲
ま
ん
と
す
れ
は
、
ほ
ど
な
く
火
焔
と
燃
え
あ

 
 
が
っ
て
、
身
は
焼
け
漆
と
な
り
た
る
そ
や
く
、
又
有
時
は
布
に
巻
か
れ
、

 
 
垂
木
を
入
て
ひ
た
捻
ぢ
に
捻
ぢ
詰
め
ら
る
れ
は
、
あ
ら
心
う
る
し
ば
け
の
、

 
 
化
け
損
な
は
ゴ
い
か
な
ら
ん
と
、
風
呂
の
小
陰
に
入
に
け
り
、
 
（
幕
明
本
）

傍
線
部
の
表
現
は
、
「
楽
阿
弥
」
に
見
ら
れ
た
尺
八
の
製
造
過
程
に
よ
そ
え
て
の
苦

患
の
描
出
と
同
趣
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弔
う
者
が
同
業
者
の
塗
師
で
あ
る
点

は
、
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
「
双
六
」
と
同
じ
で
あ
る
。

 
○
「
春
蝉
」
「
底
貫
」
 
と
も
に
大
酒
飲
み
の
亡
霊
を
シ
テ
と
す
る
鷺
流
伝
右
衛
門

派
の
曲
で
あ
る
。
「
底
貫
」
は
享
保
保
教
本
、
「
春
蝉
」
は
実
践
女
子
大
学
蔵
の
通

称
野
中
本
に
あ
る
。
享
保
保
教
本
「
底
貫
」
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
「
春
朔
」
に
鷺
伝

右
衛
門
（
保
教
で
あ
ろ
う
）
が
手
を
加
え
て
改
作
し
た
の
が
「
底
貫
」
で
あ
る
が
、

原
曲
の
「
春
著
」
も
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
詞
章
に
は
「
虚
円
」
「
祐
善
」
の

影
響
が
あ
り
、
特
に
キ
リ
の
謡
は
「
祐
善
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
言
尽
く
し
の
詞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

章
で
綴
る
。
構
想
の
面
に
お
い
て
も
、
「
通
円
」
の
茶
に
対
す
る
酒
と
い
う
対
の
意

図
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
春
闘
」
の
シ
テ
は
近
世
初
期
の

酒
豪
・
茨
木
春
夜
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
ら
し
い
。
『
遊
歴
雑
記
』
等
に
よ
る
と
、
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こ
の
人
物
は
医
師
で
あ
り
、
地
黄
坊
桜
飯
と
も
称
し
た
名
物
男
で
あ
っ
た
。
大
酒

を
飲
む
の
も
芸
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
曲
の
シ
テ
も
一
種
の
芸
能
者
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
○
「
二
人
座
頭
」
 
こ
れ
も
鷺
流
伝
右
衛
門
派
の
曲
ら
し
い
。
享
保
保
教
本
及
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

杭
全
本
栗
本
実
鑑
集
二
十
に
あ
る
。
シ
テ
も
ワ
キ
（
ア
ド
）
も
座
頭
と
い
う
芸
能

者
で
あ
り
、
弔
う
者
と
弔
わ
れ
る
者
と
が
同
業
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
楽
聖

弥
」
「
祐
善
」
「
双
六
」
「
塗
師
」
に
共
通
す
る
。
同
業
の
者
の
弔
い
を
受
け
る
の
は
舞

狂
言
の
〔
職
能
民
の
系
列
〕
を
お
お
む
ね
貫
く
構
想
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の

曲
は
、
座
頭
が
誤
っ
て
水
に
落
ち
て
死
ん
だ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
座
頭
淵
の
伝
承

に
拠
っ
て
お
り
、
そ
の
構
想
は
狂
言
と
し
て
は
や
や
重
苦
し
く
、
異
色
作
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
キ
リ
の
謡
は
能
「
景
清
」
の
も
じ
り
に
な
っ
て
い
る
。
享
保
保
教

本
は
改
作
型
で
、
原
型
と
考
え
ら
れ
る
の
は
栗
本
実
鑑
集
二
十
所
収
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
ち
ら
の
方
が
「
景
清
」
の
よ
り
徹
底
し
た
も
じ
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
も
じ
り
の
多
く
を
削
除
し
、
独
自
の
詞
章
を
加
え
た
の
が
享
保
保
教
本
の
か
た

ち
で
あ
り
、
異
本
注
記
に
「
諾
諾
ノ
謡
少
替
タ
ル
モ
有
、
夫
ハ
道
理
悪
敷
愛
念
々

工
夫
ヲ
加
へ
記
ス
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

 
以
上
の
〔
職
能
民
の
系
列
〕
の
中
で
は
、
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
「
通
円
」
を
基
本
的

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

な
曲
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
中
で
も
「
楽
阿
弥
」
は
も
っ
と
も
早
い
上
演
記
録
を
も

つ
。
ま
た
、
舞
狂
言
の
特
色
と
覚
し
き
も
の
は
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
く
、
そ
の
意
味
で
も
、
舞
狂
言
全
体
の
中
で
も
っ
と
も
成
立
の
古
い
曲
と
認
め

て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
「
祐
善
」
が
作
ら
れ
、
そ

れ
と
前
後
し
て
「
通
円
」
が
成
立
し
た
か
。
「
通
津
」
と
「
祐
善
」
と
の
先
後
関
係

は
簡
単
に
決
め
が
た
い
が
、
「
楽
阿
弥
」
と
「
極
量
」
の
間
に
は
直
接
的
な
影
響
関

係
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
通
円
」
の
影
響
下
に
「
双
六
」
が
作
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
舞
狂
言
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
程
度
確
立
し
た
と
こ
ろ
で
（
少

な
く
と
も
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
「
通
円
」
が
出
揃
っ
た
時
点
で
）
、
常
の
狂
言
に
そ
う

し
た
趣
向
を
組
み
込
む
か
た
ち
で
作
ら
れ
た
の
が
「
塗
師
」
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

近
世
に
入
っ
て
か
ら
、
鷺
流
に
お
い
て
「
春
朔
」
が
作
ら
れ
、
元
禄
～
正
徳
期
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

稀
曲
探
索
の
要
請
に
応
じ
て
復
曲
・
改
作
が
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
二
人
座

頭
」
も
同
じ
く
近
世
の
作
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
も
改
変
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は

同
じ
時
代
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
総
じ
て
、
こ
の
系
列
は
、
芸
能
者
を
含
む
職
能
民
の
生
業
（
な
り
わ
い
）
、
す
な

わ
ち
傘
を
「
張
る
」
・
茶
を
「
点
て
る
」
と
い
っ
た
物
を
作
る
営
み
、
あ
る
い
は
尺

八
を
「
吹
く
」
・
双
六
を
「
打
つ
」
・
大
酒
を
「
飲
む
」
と
い
っ
た
芸
能
に
興
じ
る

営
み
が
、
（
例
え
ば
所
の
人
の
迫
害
に
よ
っ
て
）
そ
の
ま
ま
苦
患
に
転
じ
る
と
い
う

構
想
を
も
つ
。
彼
ら
を
弔
う
の
は
、
お
お
む
ね
（
元
）
同
業
者
な
の
で
あ
り
、
そ

の
詞
章
は
多
く
物
尽
く
し
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

 
○
「
野
老
」
 
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
の
う
ち
、
「
野
老
」
だ
け
は
天
正
本
に
収
め

ら
れ
て
お
り
、
中
世
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
近
世
初
期
以
降
は

和
泉
流
に
あ
る
。
鷺
流
で
は
享
保
保
教
本
に
あ
る
が
、
「
急
流
ノ
狂
言
、
鷺
大
蔵
二

無
之
」
と
注
記
す
る
。
天
正
本
で
は
、
野
老
（
ヤ
マ
ノ
イ
モ
の
一
種
）
を
掘
り
出

す
野
老
掘
り
が
二
人
登
場
し
て
、
僧
と
と
も
に
「
は
や
す
」
と
、
野
老
の
亡
霊
が

登
場
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
近
世
以
降
の
台
本
で
は
野
老
掘
り
は
出
ず
、

他
曲
と
同
じ
よ
う
に
僧
の
弔
い
に
引
か
れ
て
シ
テ
は
登
場
す
る
。
後
に
引
く
詞
章

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

に
も
あ
る
よ
う
に
、
野
老
掘
り
は
野
老
に
と
っ
て
は
加
害
者
な
の
で
あ
る
。
野
老

 
 
 
 
（
1
5
）

掘
り
（
山
人
）
と
い
う
職
能
民
と
、
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た
者
を
対
置
す
る
構
想
が
、

天
正
本
「
野
老
」
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
曲
以
下
の
〔
草

木
虫
魚
の
系
列
〕
と
先
の
〔
職
能
民
の
系
列
〕
と
が
、
構
想
上
深
く
関
連
し
て
い

る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
野
老
が
土
中
よ
り
掘
り
出
さ
れ
、
料
理
さ
れ
る
さ
ま
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ

る
。
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そ
も
く
山
深
き
と
こ
ろ
を
鋤
鍬
に
て
掘
り
起
こ
さ
れ
て
、
三
途
の
川
に
て

 
 
振
り
濯
か
れ
て
、
地
獄
の
釜
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
、
く
ら
く
と
煮
や
う
ら

 
 
か
し
て
暇
も
な
き
と
こ
ろ
を
、
御
慈
悲
深
き
釈
尊
に
掬
い
上
げ
ら
れ
、
少
し

 
 
苦
患
の
暇
か
と
思
へ
は
、
包
丁
小
刀
お
っ
と
り
も
っ
て
、
髭
を
む
し
ら
れ
皮

 
 
を
た
く
ら
れ
、
茶
の
子
の
数
々
何
々
…
…
（
以
下
、
菓
子
尽
く
し
あ
り
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
正
本
）

こ
れ
は
、
干
し
豆
腐
と
蕎
麦
の
論
争
を
描
い
た
『
六
条
葵
上
物
語
』
（
明
眼
院
蔵
）

に
お
け
る
葵
（
蕎
麦
）
の
湯
麺
、

 
 
…
罪
を
お
か
す
に
よ
り
て
、
く
ろ
か
ね
の
な
へ
の
地
こ
く
に
お
ち
入
て
、
あ

 
 
つ
き
ゆ
を
あ
ひ
、
た
て
さ
ん
せ
う
に
あ
へ
ら
れ
て
、
か
ら
き
め
を
見
、
つ
る

 
 
き
の
こ
と
く
な
る
む
か
は
お
く
は
に
か
み
た
て
ら
る
〉
こ
と
、
な
を
さ
り
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

 
 
ら
ぬ
く
る
し
み
な
り

の
よ
う
な
描
写
と
近
似
す
る
。
こ
の
他
に
も
『
酒
茶
論
』
（
異
本
）
・
『
蒼
生
論
』
等

の
擬
人
物
の
御
伽
草
子
に
類
似
の
描
写
が
あ
る
。
「
野
老
」
も
そ
れ
ら
の
擬
人
物
の

草
子
と
同
じ
系
譜
に
つ
ら
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
職
能
民
と
の
関
係
を
基
底

に
お
く
こ
と
は
狂
言
特
有
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
曲
の
詞
章
に
は
、
菓
子
（
茶
の
子
）
尽
く
し
が
認
め
ら
れ
る
。
天
正
本
は
、

能
「
通
小
町
」
の
木
の
実
尽
く
し
を
も
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
物
尽

く
し
の
趣
向
も
、
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
の
中
で
は
本
曲
の
み
に
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
の
特
色
と
通
じ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
本
曲
は
二
つ
の
系
列
の
接
点
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
○
「
蛸
」
 
近
世
以
降
の
諸
流
台
本
に
あ
る
。
前
シ
テ
が
出
る
二
場
形
式
を
と
り
、

キ
リ
の
謡
に
一
部
、
能
「
長
柄
」
（
番
外
曲
）
の
も
じ
り
が
あ
る
。
大
蛸
が
漁
師
の

網
に
獲
ら
れ
、
料
理
さ
れ
て
、
張
蛸
に
さ
れ
る
苦
し
み
を
描
く
。
僧
の
「
な
ま
だ

こ
」
の
一
声
で
、
最
後
は
成
仏
に
至
る
。
魚
の
名
に
よ
る
経
文
の
も
じ
り
は
、
「
魚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

説
経
」
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
曲
と
「
野
老
」
と
は
、
山
の
物
に

 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

対
す
る
海
の
物
（
ま
た
は
、
精
進
物
に
対
す
る
生
臭
物
）
と
い
う
こ
と
で
対
の
関

係
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
「
野
老
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
尽

く
し
の
詞
章
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。

 
○
「
蝉
」
 
大
蔵
虎
明
本
に
あ
る
が
、
以
後
の
大
蔵
流
に
は
な
く
、
鷺
流
享
保
保

教
本
は
鷺
流
の
狂
言
で
は
な
い
旨
を
注
記
す
る
。
和
泉
流
で
は
波
形
本
以
降
に
あ

る
。
言
明
本
は
所
の
者
が
出
な
い
簡
略
な
か
た
ち
。
享
保
保
教
本
は
前
シ
テ
が
出

る
。
同
じ
鷺
流
で
も
仁
右
衛
門
派
の
賢
茂
小
杉
本
・
遺
形
書
は
所
の
者
が
出
ず
、

前
シ
テ
も
出
な
い
か
た
ち
で
、
詞
章
に
も
異
同
が
あ
る
。
冒
頭
に
ワ
キ
が
短
冊
を

下
げ
た
松
の
も
と
に
立
ち
寄
る
の
は
、
「
楽
阿
弥
」
の
影
響
が
あ
る
か
も
し

 
 
（
1
7
）

れ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

 
蝉
が
山
鳥
に
喰
わ
れ
、
剣
の
枝
に
刺
し
貫
か
れ
る
さ
ま
を
苦
患
の
描
写
と
す
る

が
、
こ
の
曲
で
は
む
し
ろ
、
最
後
に
蝉
が
成
仏
し
て
「
つ
く
つ
く
法
師
」
と
な
る

と
い
う
の
が
最
大
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
他
の
曲
に
な
い
工
夫
が
認
め
ら

れ
る
。
よ
り
強
い
存
在
に
襲
わ
れ
る
自
然
界
の
生
存
競
争
の
さ
ま
が
描
か
れ
る
点

に
お
い
て
も
、
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
中
の
異
色
作
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
享

保
保
教
本
で
所
の
者
が
、

 
 
…
蝉
多
ク
御
座
候
中
二
、
此
松
二
限
一
ツ
ナ
ラ
デ
ハ
百
里
サ
ス
、
殊
二
心
モ

 
 
面
白
ク
豆
蒔
、
上
下
ノ
旅
人
画
工
御
寵
愛
ナ
サ
レ
候
所
二
、
…

と
語
る
よ
う
に
、
蝉
は
そ
の
鳴
声
ゆ
え
、
虫
類
の
中
の
芸
能
者
と
も
い
う
べ
き
存

在
で
あ
ろ
う
。

 
○
「
栄
螺
」
 
大
蔵
虎
日
本
に
も
あ
る
が
、
以
降
の
大
蔵
流
に
は
な
く
、
専
ら
鷺

流
で
演
じ
ら
れ
た
曲
と
考
え
ら
れ
る
。
「
蛸
」
と
同
じ
く
前
シ
テ
が
出
る
。
虎
明
本

と
鷺
流
享
保
保
教
本
は
ほ
ぼ
同
じ
。
同
じ
鷺
流
で
も
仁
右
衛
門
派
の
安
永
森
本
・

杭
全
本
・
賢
立
小
杉
本
等
は
、
シ
テ
の
「
貝
平
楽
」
の
舞
（
カ
ケ
リ
）
が
あ
る
ほ

か
、
詞
章
に
も
異
同
が
あ
り
、
一
部
に
能
「
鵜
飼
」
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
は
仁
右
衛
門
派
に
お
け
る
あ
ら
た
な
工
夫
で
あ
ろ
う
。
栄
螺
が
漁
師
に
獲
ら
れ
、

料
理
さ
れ
る
さ
ま
を
苦
患
の
描
写
と
す
る
が
、
僧
に
「
い
ろ
は
の
文
」
で
弔
わ
れ
、

成
仏
す
る
。
魚
貝
の
類
を
シ
テ
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
蛸
」
の
影
響
で
あ
ろ
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舞狂言覚書

う
。 

○
「
蛙
蛤
」
 
「
遠
キ
狂
言
」
と
し
て
、
鷺
流
享
保
保
教
本
の
み
に
見
え
る
。
こ
の

曲
も
「
蛸
」
「
栄
螺
」
と
同
じ
く
、
前
シ
テ
が
出
る
。
蛤
が
漁
師
に
獲
ら
れ
、
料
理

さ
れ
て
食
わ
れ
る
さ
ま
を
語
り
舞
う
。
貝
類
を
シ
テ
と
す
る
点
で
、
明
ら
か
に
「
栄

螺
」
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
シ
テ
を
女
体
と
す
る
の
は

舞
狂
言
の
他
の
曲
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
新
工
夫
と
い
え
よ
う
。

 
総
じ
て
、
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
は
〔
職
能
民
の
系
列
〕
よ
り
成
立
の
遅
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
天
正
本
に
詞
章
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
舞
狂
言
が
「
野
老
」
だ

け
で
あ
る
の
は
い
さ
さ
か
気
に
な
る
が
、
「
野
老
」
以
外
の
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕

に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
中
世
に
遡
る
上
演
記
録
も
な
い
。
擬
人
化
さ
れ
た
生

き
物
だ
ち
の
亡
霊
が
出
る
の
も
、
こ
の
系
列
が
〔
職
能
民
の
系
列
〕
を
さ
ら
に
も

ど
く
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
〔
草
木
虫
魚
の
系

列
〕
の
中
で
比
較
的
成
立
の
早
い
曲
は
、
や
は
り
天
正
本
に
あ
る
「
野
老
」
で
あ

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
成
立
は
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
「
通
患
」
等
の
〔
職
能

民
の
系
列
〕
の
基
本
的
な
曲
を
遡
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
「
野
老
」
の
成

立
が
先
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
と
し
て
、
海
の
物
（
生
臭
物
）
を
シ
テ
と
す
る
「
蛸
」

が
作
ら
れ
た
と
い
う
想
定
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
「
蛸
」
の
影
響
下
に
作
ら
れ
た

の
が
、
同
じ
魚
貝
の
類
を
シ
テ
と
す
る
「
栄
螺
」
で
あ
り
、
近
世
以
降
、
鷺
流
に

お
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
下
に
、
シ
テ
を
女
体
と
す
る
工
夫
を
加
え
て
成
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

の
が
「
蛙
蛤
」
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
貝
類
を
シ
テ
と
す
る
曲
の
成
立
に
は
、

能
「
玉
井
」
の
間
狂
言
（
「
貝
尽
く
し
」
）
の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
蝉
」

は
こ
の
系
列
の
中
で
は
異
色
作
で
あ
る
が
、
諸
流
に
お
け
る
定
着
の
度
合
い
が
薄

い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
「
野
老
」
に
先
行
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

 
こ
の
系
列
は
、
「
蝉
」
を
除
い
て
、
み
な
質
材
と
な
る
生
き
物
を
シ
テ
と
す
る
。

そ
れ
ら
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
草
木
威
に
能
く
言
語
有
り
」
（
『
日
本

書
紀
』
巻
二
・
神
代
下
）
、
「
語
間
ひ
し
磐
根
樹
立
」
（
『
大
祓
祝
詞
』
）
と
い
う
よ
う

な
古
代
的
発
想
で
と
ら
え
ら
れ
た
自
然
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
「
人
間
に
食
べ
ら
れ
る
物
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
た
自
然
で

あ
り
、
い
わ
ば
職
能
民
の
生
業
を
支
え
る
資
源
と
し
て
の
自
然
な
の
で
あ
る
。

 
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
の
基
本
的
構
想
は
、
お
お
む
ね
山
人
や
漁
師
に
獲
ら
れ
た

生
き
物
の
苦
し
み
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
草
木
虫
魚
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
職

能
民
（
や
天
敵
）
に
追
わ
れ
、
捕
ら
え
ら
れ
、
殺
さ
れ
る
現
実
そ
の
も
の
が
苦
患

な
の
で
あ
り
、
地
獄
に
等
し
い
と
い
う
視
点
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
期
せ
ず

し
て
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
に
お
い
て
、
所
の
人
々
に
迫
害
さ
れ
る
シ
テ
た
ち
の
姿

と
重
な
り
合
う
。
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
は
、
こ
の
よ
う
に
職
能
民
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
然
（
草
木
虫
魚
）
を
、
迫
害
さ
れ
る
弱
者
と
し
て
見
る

視
点
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
能
に
も
草
木
を
は
じ
め
と
す
る
物
の
精
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
草
木

成
仏
観
に
基
づ
く
、
仏
教
の
哲
理
の
具
現
と
し
て
の
草
木
の
精
（
「
芭
蕉
」
等
）
で

あ
り
、
ま
た
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
等
の
和
歌
観
に
基
づ
く
、
和
歌
を
詠
み
、
ま
た

和
歌
に
感
応
す
る
物
の
精
（
「
西
行
桜
」
「
杜
若
」
「
六
浦
」
「
蛙
」
等
）
な
の
で
あ
り
、

狂
言
の
よ
う
に
、
卑
近
な
食
物
と
な
る
よ
う
な
生
き
物
で
は
な
い
。
能
の
物
の
精

は
、
和
歌
や
物
語
の
世
界
を
背
負
っ
て
い
る
が
、
舞
狂
言
の
草
木
虫
魚
た
ち
は
、

む
し
ろ
人
間
生
活
に
と
っ
て
の
有
用
な
自
然
と
い
う
べ
き
で
、
そ
う
し
た
和
歌
・

物
語
世
界
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
能
の
中
に
は
、
人
間
（
職
能
民
）
と
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
生
き
物
と
の

関
係
を
描
く
「
阿
漕
」
「
善
知
鳥
」
の
よ
う
な
曲
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
能
で
は
、
生

前
に
魚
を
漏
り
、
鳥
を
殺
し
た
漁
夫
や
猟
師
が
、
死
後
逆
に
そ
れ
ら
の
魚
や
鳥
に

責
め
ら
れ
る
さ
ま
を
見
せ
る
。
こ
こ
に
は
生
前
と
死
後
に
お
い
て
、
責
め
る
者
と

責
め
ら
れ
る
者
と
の
位
置
の
逆
転
が
あ
る
。
し
か
し
、
舞
狂
言
で
は
、
そ
の
よ
う

な
逆
転
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
き
物
だ
ち
が
人
間
に
獲
ら
れ
、
料
理

（
食
物
と
し
て
加
工
）
さ
れ
る
現
実
が
そ
の
ま
ま
地
獄
の
苦
患
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
同
じ
被
害
者
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
狂
言
の
描
く
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草
木
虫
魚
の
世
界
で
は
、
生
前
の
現
実
そ
の
も
の
が
す
で
に
し
て
苦
患
な
の
で
あ

る
。
能
の
様
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
能
と
は
異
な
る
独
自
の

世
界
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

 
以
上
、
舞
狂
言
の
二
系
列
に
つ
い
て
各
々
別
個
に
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
二

つ
の
系
列
は
構
想
の
上
か
ら
も
深
く
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
あ

ら
た
め
て
両
者
に
相
通
じ
る
構
想
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
舞
狂
言
の
職
能
民
は
、
多
く
所
の
人
々
に
迫
害
さ
れ
る
。
彼
ら
を
責
め
る
の
は
、

一
銭
の
施
し
も
く
れ
な
い
（
彼
の
芸
を
認
め
て
く
れ
な
い
）
人
々
（
「
楽
阿
弥
」
）

で
あ
り
、
傘
を
買
っ
て
く
れ
な
い
人
々
で
あ
り
（
「
祐
善
」
）
、
茶
を
飲
み
に
大
勢
押

し
掛
け
る
道
者
た
ち
で
あ
る
（
「
通
円
」
）
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ら
の
〈
人
々
〉
と

は
、
生
産
者
と
し
て
の
職
能
民
が
作
り
出
す
物
（
芸
能
）
を
消
費
⊥
旱
受
す
る
こ

と
で
、
職
能
民
の
生
業
を
支
え
て
い
る
不
特
定
多
数
の
消
費
者
（
享
受
者
）
の
謂

で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
〈
人
々
〉
か
ら
受
け
た
苦
し
み
は
、
（
元
）
同

業
の
職
能
民
の
弔
い
に
よ
っ
て
し
か
晴
ら
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

特
に
「
楽
阿
弥
」
「
祐
善
」
に
見
ら
れ
る
、
シ
テ
に
対
す
る
〈
人
々
〉
の
容
赦
な
い

仕
打
ち
は
、
特
定
の
職
能
民
が
お
か
れ
た
厳
し
い
状
況
（
彼
ら
に
対
す
る
一
般
社

会
の
監
視
の
ま
な
ざ
し
）
を
暗
示
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
同
時
に
、
「
通
円
」

の
よ
う
な
曲
か
ら
は
、
自
ら
の
く
職
〉
に
対
す
る
職
能
民
の
誇
り
も
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
〔
職
能
民
の
系
列
〕
に
は
、
生
産
者
と
消
費
者

の
関
係
の
危
う
さ
（
押
し
つ
け
が
ま
し
い
芸
能
者
や
下
手
な
職
人
は
徹
底
的
に
苛

め
ら
れ
る
）
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、

そ
こ
に
は
（
元
）
同
業
者
の
救
い
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
同
じ
職
能
民
で
も
あ
る
狂
言
役
者
の
立
場
か
ら
の
発
想
な
の
で

あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
一
方
、
舞
狂
言
に
登
場
す
る
草
木
虫
魚
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
資
源
と

し
て
の
自
然
の
隠
喩
（
ま
た
は
、
自
然
の
中
で
の
芸
能
者
的
存
在
）
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
職
能
民
は
、
身
に
付
け
た
特
別
な
技
能
に
よ
っ
て
自
然
を
加
工
し
、
あ

ら
た
な
物
（
製
品
）
を
生
み
出
す
わ
け
で
あ
る
が
、
草
木
虫
魚
の
側
か
ら
見
れ
ば
、

職
能
民
に
よ
る
そ
う
し
た
採
取
（
捕
獲
）
・
加
工
（
料
理
）
の
過
程
が
す
な
わ
ち
苦

患
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
餓
悔
の
語
り
と
し
て
再
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
職
能
民
の
系
列
〕

〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕

人
々
i
↓
職
能
民

 
 
加
害

職
能
民
1
↓
草
木
虫
魚

 
 
 
加
害
（
採
取
・
加
工
）

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
系
列
の
構
想
に
は
並
行
し
た
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
擬
人
化
さ
れ
た
草
木
虫
魚
が
受
け
る
苦
患
の
表
現
は
、
職
能
民
が
こ

う
む
る
〈
物
〉
に
擬
し
て
の
苦
患
の
表
現
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
。
つ
ま
り
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
で
は
、
尺
八
吹
き
の
楽
阿
弥
は
尺
八
の
よ

う
に
責
め
さ
い
な
ま
れ
、
傘
張
り
の
祐
善
は
傘
尽
く
し
で
痛
め
つ
け
ら
れ
、
双
六

打
ち
の
九
郎
蔵
は
双
六
用
語
尽
く
し
で
切
り
伏
せ
ら
れ
、
塗
師
の
平
六
は
漆
の
よ

う
に
絞
ら
れ
て
苦
を
受
け
る
。
職
能
民
の
苦
患
は
自
ら
扱
う
道
具
や
自
ら
作
り
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

す
製
品
に
よ
そ
え
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
擬
人
化
な
ら
ぬ
品
物
化
の
発

想
は
、
裏
返
せ
ば
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
に
お
け
る
擬
人
化
の
発
想
に
な
り
う
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
〔
草
木
虫
魚
の
系
列
〕
は
〔
職
能
民
の
系
列
〕

の
さ
ら
な
る
も
ど
き
と
い
っ
て
よ
い
。
草
木
虫
魚
の
亡
霊
た
ち
は
、
職
能
民
の
亡

霊
た
ち
の
戯
画
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
二
つ
の
系
列
の
発
想
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、

両
系
列
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
職
能
民
（
生
産
者
）
と
そ
の
生
業
を
支

え
る
草
木
虫
魚
（
自
然
）
、
そ
し
て
彼
ら
が
作
り
出
す
製
品
（
芸
能
）
を
消
費
・
享

受
す
る
人
々
（
消
費
者
）
と
い
う
関
係
の
連
鎖
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
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舞狂言覚書

五

 
最
後
に
、
舞
狂
言
の
表
現
上
の
特
色
で
あ
る
物
尽
く
し
に
つ
い
て
付
言
し
て
お

く
。
舞
狂
言
の
物
尽
く
し
は
単
に
物
の
名
を
列
挙
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
祐
善
」
「
通

円
」
等
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
秀
句
を
連
ね
る
こ
と
で
も
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
れ
は
秀
句
尽
く
し
と
し
て
の
側
面
も
も
っ
て
お
り
、
「
魚
説
経
」
（
「
魚
説
法
」
）

に
お
け
る
魚
尽
く
し
の
説
法
な
ど
の
表
現
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
一

方
で
、
〔
職
能
民
の
系
列
〕
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
物
尽
く
し
が
特
に
顕
著
に
見
ら

れ
る
の
は
、
職
能
民
の
生
業
に
対
す
る
猿
楽
者
（
狂
言
役
者
）
の
関
心
の
ほ
ど
を

表
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
く
『
新
猿
楽
記
』
に
認
め
ら
れ
、
中
世
の
職

人
歌
合
に
も
継
承
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
職
種
と
そ
れ
に
関
わ
る
語
彙
の
類
聚
へ
の

志
向
と
も
関
連
し
よ
う
。

 
す
な
わ
ち
、
舞
狂
言
に
お
け
る
物
尽
く
し
は
、
（
秀
句
尽
く
し
で
あ
る
と
と
も
に
）

何
よ
り
も
職
能
民
に
関
わ
る
語
彙
の
類
聚
で
あ
り
、
独
自
の
技
能
に
よ
っ
て
自
然

と
人
々
の
間
を
媒
介
す
る
職
能
民
の
世
界
を
描
き
出
す
端
的
な
手
段
な
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
世
阿
弥
の
能
に
典
型
的
に
認
め
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
統

一
と
い
う
手
法
に
対
応
し
、
か
つ
そ
れ
の
も
ど
き
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
「
楽
阿
弥
」
の
尺
八
、
「
縛
網
」
の
傘
、
「
通
円
」
の
茶
、
「
双
六
」
の
双
六
用

語
、
「
塗
師
」
の
漆
、
い
ず
れ
も
シ
テ
の
職
種
に
深
く
関
わ
る
言
葉
で
あ
り
、
一
曲

の
修
辞
を
統
括
す
る
物
（
イ
メ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
世
阿
弥
作
品

に
見
ら
れ
る
「
花
」
「
月
」
の
よ
う
な
和
歌
的
題
材
で
は
な
く
、
す
べ
て
職
人
の
作

り
出
す
製
品
で
あ
り
、
職
人
用
語
な
の
で
あ
る
。
舞
狂
言
は
、
や
は
り
職
能
民
の

生
業
に
対
す
る
強
い
関
心
を
基
に
形
成
さ
れ
た
狂
言
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
 
「
…
『
通
円
』
以
下
の
四
曲
は
、
全
曲
完
全
に
夢
幻
能
の
形
式
を
と
り
、

 
 
徹
底
し
た
能
の
も
じ
り
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
ね
ら
っ
て
い
る
」
（
日
本
古

 
 
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』
〈
小
学
館
、
昭
4
7
＞
「
解
説
」
〈
北
川
忠
彦
氏
〉
）
。
「
舞

 
 
狂
言
は
能
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
「
通
円
」
の
よ
う
に
、
能
「
頼
政
」
の
構

 
 
想
、
さ
ら
に
は
そ
の
詞
章
の
多
く
の
部
分
の
も
じ
り
で
成
立
し
て
い
る
曲
も

 
 
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
部
分
累
々
に
お
い
て
、
特
定
の
曲
の
部
分
、

 
 
ま
た
は
能
一
般
の
類
型
的
な
部
分
を
模
し
て
パ
ロ
デ
ィ
の
効
果
を
挙
げ
よ
う

 
 
と
し
て
い
る
」
（
小
山
弘
志
氏
編
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
皿
 
狂
言
鑑
賞
案
内
』

 
 
〈
岩
波
書
店
、
平
2
＞
）
。

（
2
）
 
近
年
、
田
中
允
氏
編
『
未
刊
謡
曲
集
』
続
十
二
（
古
典
文
庫
、
平
5
）
に

 
 
も
、
『
能
楽
』
五
巻
十
二
号
（
明
4
0
・
1
0
）
所
収
の
も
の
を
底
本
と
し
て
収
め

 
 
ら
れ
た
。
田
中
氏
は
、
「
塵
塚
」
を
異
色
の
謡
曲
と
さ
れ
て
い
る
が
（
同
書
「
解

 
 
題
」
）
、
ワ
キ
の
セ
リ
フ
に
「
こ
れ
は
早
日
の
入
潮
に
、
松
原
に
着
て
御
座
る
。

 
 
所
の
人
に
尋
ね
う
と
存
ず
る
」
と
い
う
よ
う
な
狂
言
特
有
の
語
調
（
「
ご
ざ
る
」

 
 
調
）
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
本
曲
は
舞
狂
言
の
一
種
と
す
べ
き

 
 
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
 
現
在
は
舞
狂
言
だ
け
に
限
り
、
能
と
同
じ
く
ワ
キ
・
ア
イ
と
い
っ
た
役
名

 
 
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
古
台
本
を
見
る
と
、
天
理
本
は
、
本
文
で
ワ
キ
、
抜

 
 
書
で
ア
ド
と
す
る
曲
も
あ
り
、
享
保
保
教
本
は
多
く
ア
ド
と
す
る
が
、
「
ア
ト

 
 
脇
」
「
ワ
キ
」
と
記
す
曲
も
あ
る
。
表
明
本
に
は
ワ
キ
・
ア
イ
の
役
名
は
一
切

 
 
見
え
な
い
。
な
お
、
「
塗
師
」
は
前
半
が
常
の
狂
言
な
の
で
、
特
に
ワ
キ
と
称

 
 
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
4
）
 
田
口
和
夫
氏
「
花
を
や
夢
と
誘
ふ
ら
ん
1
田
楽
・
〈
楽
書
弥
＞
1
」
（
『
能
楽

 
 
タ
イ
ム
ズ
』
昭
6
3
・
4
）
。

（
5
）
 
和
泉
流
古
典
文
庫
本
の
注
記
に
「
松
風
ノ
後
ニ
チ
ハ
作
リ
物
気
儘
置
テ
勤

 
 
ム
ル
也
」
と
あ
り
、
能
「
松
風
」
と
同
様
に
松
の
作
り
物
を
用
い
る
演
出
が

 
 
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
蔵
流
茂
山
千
五
郎
家
で
は
、
現
在
も
「
楽
阿
弥
」

 
 
に
尺
八
・
短
冊
を
付
け
た
松
の
作
り
物
を
出
す
。
な
お
、
武
智
鉄
二
氏
「
狂

 
 
言
異
説
」
（
『
文
学
』
昭
3
1
・
7
）
に
、
「
賊
乱
弥
」
が
「
「
松
風
」
と
同
じ
よ
う
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な
構
成
を
持
っ
て
い
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
単
式
夢
幻
能
の
典
型
的
な
例

 
 
と
し
て
「
松
風
」
を
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

 
 
演
出
面
で
も
「
松
風
」
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
6
）
 
小
山
弘
志
氏
編
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
田
 
狂
言
鑑
賞
案
内
』
「
楽
楽
弥
」

 
 
の
項
参
照
。

（
7
）
 
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
適
宜
漢

 
 
字
を
宛
て
、
読
点
を
施
す
な
ど
し
た
。

（
8
）
 
注
（
4
）
に
同
じ
。

（
9
）
 
日
本
思
想
大
系
『
蓮
如
 
一
向
一
揆
』
（
岩
波
書
店
、
昭
4
7
）
所
収
の
石
川

 
 
県
立
図
書
館
森
田
文
庫
蔵
本
（
寛
永
十
六
年
書
写
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
 
永
井
猛
氏
「
享
保
保
教
本
に
見
る
南
都
禰
宜
流
」
（
『
藝
能
史
研
究
』
8
9
、
昭

 
 
6
0
・
4
）
。

（
1
1
）
拙
稿
「
狂
言
「
底
貫
（
単
二
）
」
と
茨
木
春
朔
」
（
『
面
起
』
粥
、
平
7
・

 
 
1
2
）
。
な
お
、
酒
と
茶
の
争
い
を
描
く
擬
軍
記
物
の
草
子
『
酒
茶
論
』
（
異
本
）

 
 
に
も
「
た
る
つ
ぐ
」
が
登
場
し
て
茶
と
対
戦
す
る
。

（
1
2
）
 
関
屋
俊
彦
氏
「
鷺
流
杭
全
家
本
『
栗
本
実
選
集
』
二
十
に
つ
い
て
一
翻
刻

 
 
と
紹
介
1
」
（
『
国
文
学
』
〈
関
西
大
学
＞
6
8
、
平
3
・
1
2
。
『
狂
言
史
の
基
礎
的

 
 
研
究
』
〈
和
泉
書
院
、
平
6
＞
に
再
録
）
に
翻
刻
が
あ
る
。
な
お
、
同
稿
解
題

 
 
の
曲
目
所
在
一
覧
表
で
は
、
「
二
人
座
頭
」
の
狂
言
集
成
本
所
収
を
示
し
て
お

 
 
ら
れ
る
が
、
『
狂
言
集
成
』
に
収
め
る
の
は
大
蔵
流
番
外
の
同
名
異
曲
の
方
（
天

 
 
理
図
書
館
蔵
『
狂
言
 
新
』
や
彦
根
市
立
図
書
館
琴
堂
文
庫
蔵
大
蔵
八
右
衛

 
 
門
派
狂
言
本
第
六
冊
に
も
所
収
）
で
あ
る
。

（
1
3
）
 
演
者
の
立
場
か
ら
も
、
「
舞
狂
言
と
呼
ば
れ
る
の
は
「
楽
阿
弥
」
（
中
略
）
「
蝉
」

 
 
の
七
番
で
す
が
、
私
は
「
楽
阿
弥
」
と
「
祐
善
」
と
「
通
円
」
を
骨
格
と
し

 
 
て
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
構
成
、
曲
趣
、
技
術
的
な
手
ご
た
え

 
 
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
三
番
と
他
の
四
番
と
で
は
開
き
が
あ
り
ま
す
」
（
野
村

 
 
万
蔵
（
七
世
）
氏
『
狂
言
 
伝
承
の
技
と
心
』
〈
平
凡
社
、
平
7
＞
）
と
い
う
見

 
 
解
が
あ
る
。

（
1
4
）
 
注
（
1
1
）
の
拙
稿
参
照
。

（
1
5
）
 
天
理
本
（
抜
書
）
で
は
、
所
の
者
の
語
り
に
「
こ
ぞ
の
春
の
比
、
山
人
が

 
 
大
な
る
と
こ
ろ
を
ほ
り
出
し
」
と
あ
り
、
シ
テ
も
「
是
は
こ
そ
の
春
の
比
、

 
 
山
人
に
ほ
り
お
こ
さ
れ
、
身
を
い
た
づ
ら
に
な
し
〉
者
の
、
所
を
聞
も
う
ら

 
 
め
し
や
」
と
語
る
。

（
1
6
）
 
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
『
六
条
葵
上
物
語
』
（
臨
川
書
店
、
昭
5
3
）

 
 
に
よ
る
。

（
1
7
）
 
注
（
5
）
参
照
。
享
保
保
教
本
「
蝉
」
の
注
記
に
よ
る
と
、
松
（
ま
た
は

 
 
榎
・
鵜
に
も
）
の
作
り
物
を
出
す
演
出
が
あ
っ
た
。
現
行
和
泉
流
で
も
松
を

 
 
出
す
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
権
藤
芳
一
氏
監
修
『
狂
言
入
門
』
（
淡
交
社
、

 
 
平
8
）
3
7
頁
「
蝉
」
（
演
者
は
野
村
万
作
氏
）
の
舞
台
写
真
参
照
。

（
1
8
）
 
剣
の
枝
に
刺
し
貫
か
れ
る
苦
患
は
能
「
女
郎
花
」
「
稲
荷
」
「
濡
衣
」
（
後
二
者

 
 
は
番
外
曲
）
等
に
も
描
か
れ
る
。
そ
れ
ら
の
影
響
が
あ
る
か
。

（
1
9
）
 
享
保
保
教
本
「
斜
蛤
」
の
注
記
に
「
近
年
珍
敷
狂
言
御
尋
故
、
諸
流
倉
儀

 
 
シ
テ
、
絶
タ
ル
モ
改
、
集
タ
ル
ヲ
不
残
、
末
世
ノ
藝
者
ノ
タ
メ
田
図
、
此
内

 
 
中
絶
、
少
趣
向
ノ
残
念
ル
ヲ
取
立
タ
ル
有
」
と
あ
る
。
「
斜
蛤
」
「
底
貫
」
「
二

 
 
人
座
頭
」
の
成
立
事
情
は
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
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