
の
）
い
み
じ
き
愁
へ
に
沈
む
を
見
る
に
た
へ
が
た
く
て
、
海
に
入
り
、
渚
に

上
り
、
い
た
く
困
じ
に
た
れ
ど
」と
言
っ
て
い
る
。「
海
に
入
り
、
渚
に
上
」

っ
て
や
っ
て
き
た
と
は
、
つ
ま
り
、
海
中
か
ら
現
れ
た
こ
と
に
な
る
。

《
絃
上
》
の
村
上
天
皇
に
桐
壺
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
師
長
の
前
に
海
中
か
ら
現
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
海

中
の
龍
神
た
ち
に
対
し
て
帝
王
の
威
力
を
発
揮
し
、
琵
琶
「
獅
子
丸
」
を
返

還
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
室
町
末
期
ま
で
の
演
出
に
お
け
る
、
龍
神
の
統
率
者
、

い
わ
ば
�
龍
王
〞
と
で
も
称
す
べ
き
村
上
天
皇
の
造
形
は
決
し
て
唐
突
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
帝
と
同
様
の
、

海
中
か
ら
出
現
す
る
帝
王
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
能
《
絃
上
》
に
つ
い
て
、

�
祝
言
性
を
有
し
た
風
流
能
か
ら
、
貴
公
子
の
遊
舞
を
楽
し
む
能
へ
と
変

化
し
た
こ
と

�
後
シ
テ
村
上
天
皇
の
役
造
形
が
、
龍
神
に
琵
琶
「
獅
子
」
の
返
還
を
命

じ
る
�
龍
王
�
的
な
存
在
と
し
て
奇
瑞
の
き
っ
か
け
と
な
る
人
物
か
ら
、

次
第
に
、
貴
公
子
へ
と
変
化
し
た
こ
と

を
述
べ
た
。

大
人
数
の
役
が
登
場
し
て
い
た
室
町
後
期
作
の
風
流
能
は
、
近
世
以
降
、

上
演
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
改
作
さ
れ
た
り
し
た
可
能
性
が
高
い
。

能
は
現
在
も
上
演
さ
れ
続
け
て
い
る
、
い
わ
ば
�
生
き
た
�
芸
能
で
あ
る
。

今
後
も
新
し
い
演
出
が
試
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
作
品
の
解
釈
が
変
わ
っ

て
い
く
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
と
同
時
に
、
歴
史
の
中
で
忘
れ
去
ら
れ
て
き

た
演
出
を
振
り
返
り
、
再
び
光
を
当
て
る
こ
と
も
、
能
の
演
出
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
広
げ
る
意
味
で
効
果
的
だ
ろ
う
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
考
察
を
続

け
て
い
き
た
い
。
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ま
た
、
な
ぜ
龍
神
が
素
直
に
村
上
天
皇
の
命
令
に
応
じ
た
の
か

と
い
う
疑
問
に
答
え
を
見
出
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
《
絃
上
》
の
村
上
天
皇
に
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
大
い
に

関
係
が
あ
る
。
光
源
氏
の
父
で
あ
る
桐
壺
帝
は
、
源
氏
が
失
脚
し
て
須
磨
に

流
さ
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
源
氏
を
救
い

出
す
た
め
夢
の
中
に
現
れ
、
源
氏
を
明
石
へ
と
導
く
（
明
石
巻
）。室
町
時
代

の
源
氏
物
語
梗
概
書
や
連
歌
寄
合
書
で
は
こ
れ
を
「
夢
の
告
げ
」
と
称
し
て

い
た
。

《
絃
上
》
前
場
の
末
尾
、

御
身
の
入
唐
留
め
ん
た
め

夢
中
に
ま
み
え
須
磨
の
浦

故
院
の
昔
の

夢
の
告
げ

思
ひ
出
よ
人
々
と
て
か
き
消
す
や
う
に
失
せ
に
け
り
（
天

理
図
書
館
蔵
「
室
町
末
期
観
世
流
謡
本
」
に
漢
字
を
当
て
た
。
現
行
諸

本
も
大
差
な
し
）

の
傍
線
部
は
、
桐
壺
院
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
小
林
健
二
氏
は
、
こ
の

部
分
だ
け
で
な
く
《
絃
上
》
全
体
の
構
想
に
つ
い
て

師
長
に
流
浪
の
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
ま
た
、
村

上
天
皇
に
は
桐
壺
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
結
構
さ
れ
て
い

る【
２２
】

と
評
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
院
の
モ
デ
ル
が
村
上
天
皇
の
父
・
醍
醐

天
皇
で
あ
る
と
の
理
解
も
、
中
世
以
来
流
布
し
て
い
た
。
賀
茂
真
淵
『
源
氏

物
語
新
釈
』（『
賀
茂
真
淵
全
集

第
五
』
所
収
）
に
、

此
物
語
に
朱
雀
院
冷
泉
院
な
ど
い
ひ
そ
の
外
今
す
こ
し
前
代
の
事
め
き

し
こ
と
も
い
へ
る
に
泥
み
て
桐
壺
の
帝
を
延
喜
の
御
時
に
お
も
ひ
よ
せ

な
ど
す
る
説
は
皆
と
ら
ず（「
桐
壺
」
巻
）

と
わ
ざ
わ
ざ
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
桐
壺
帝
イ
コ
ー
ル「
延

喜
の
御
時
」
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
と
の
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。

醍
醐
天
皇
と
村
上
天
皇
父
子
の
治
世
は
、
多
く
の
公
事
が
整
え
ら
れ
諸
芸

文
筆
が
奨
励
さ
れ
た
功
績
か
ら
、
後
代
、
「
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
」
と
称
賛

さ
れ
た
（
延
喜
、
天
暦
は
天
皇
の
代
始
の
年
号
）。皇
位
は
醍
醐
―
朱
雀
―
村

上
―
冷
泉
と
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
朱
雀
帝
・
冷
泉
帝

と
い
う
同
じ
諡
号
の
天
皇
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

時
代
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

《
絃
上
》
後
場
の
冒
頭
、
村
上
天
皇
は
「
抑
是
ハ
延
喜
聖
代
の
御
ゆ
づ
り
。

村
上
の
天
皇
と
ハ
我
事
な
り
」（
前
掲
引
用
Ａ
）
と
名
乗
る
。
こ
こ
で
、
わ

ざ
わ
ざ
父
の
治
世
で
あ
る
「
延
喜
聖
代
」
を
持
ち
出
し
、
自
ら
は
そ
の
「
御

ゆ
づ
り
」（
後
継
）
で
あ
る
と
自
己
紹
介
す
る
の
は
、
「
延
喜
聖
代
」
か
ら
連

想
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
観
を
想
起
さ
せ
る
目
的
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
桐
壺
帝
の
「
夢
の
告
げ
」
を
見
直
し

て
み
る
と
、
桐
壺
院
は
あ
の
世
か
ら
源
氏
の
も
と
を
訪
れ
る
行
程
を「（
源
氏

【
２２
】

小
林
健
二

注
１３
前
掲
論
文
。
な
お
、
小
林
氏
は
『
永
正
本
』
に
関
し
て
考

察
さ
れ
た
が
、
こ
の
解
釈
は
他
の
諸
本
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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�
師
長
が
入
唐
の
意
思
を
示
さ
な
い
。

�
前
場
の
姥
（
梨
壺
女
御
の
化
身
）
が
琴
を
弾
か
な
い
。

�
雅
楽
「
越
天
楽
」
を
模
し
た
と
さ
れ
る
「
梅
が
枝
に
こ
そ
…
」
の
謡

が
な
い
。

な
ど
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
場
の
詞
章
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

Ｉ
後
＼
抑
是
ハ
玄
上
の
ぬ
し
な
り
。
さ
て
も
仁
明
天
皇
の
御
宇
か
と

よ
。
も
ろ
こ
し
よ
り
三
面
の
琵
琶
を
そ
渡
し
け
る
。
玄
上
・
青
山
・
獅

子
是
な
り
。
さ
る
程
に
獅
子
ハ
龍
宮
へ
と
ら
れ
し
を
。
い
て
と
り
か
へ

し
ひ
か
せ
ん
と
。
漫
々
た
る
海
上
に
む
か
ひ
。
は
や
�
�
か
の
獅
子
奉

れ

同
＼
勅
に
し
た
か
ひ
海
原
や
。
�
�
。
八
大
龍
王
波
を
け
た
て
。

か
の
御
琵
琶
を
。
奉
れ
は
。
師
長
に
是
を
。
さ
つ
け
給
ふ
。
其
時
龍
王

浪
の
つ
ゝ
み
。
或
ハ
笛
を
吹
あ
ハ
せ
。
拍
子
を
な
せ
は
。
す
へ
ら
み
か

と
も
舞
給
ふ
。
お
も
し
ろ
か
り
け
る
。
け
し
き
か
な

下
＼
夜
も
す
か

ら
海
上
そ
う
�
�
た
り
。
�
�
。
龍
王
立
く
る
浪
に
し
よ
う
し
て
行
か

と
み
え
し
か
。
天
皇
も
こ
く
う
を
さ
し
て
。
あ
か
ら
せ
給
へ
は
。
入
か

た
の
月
す
こ
く

す
ま
の
浦
廻
の

浪
も
音
せ
す
な
り
に
け
り

本
節
�
で
引
用
し
た
『
室
町
末
期
観
世
流
謡
本
』（
Ｂ
・
Ｇ
）
と
対
応
す

る
部
分
に
注
目
す
る
と
、
最
初
の
傍
線
部
で
は
、
三
面
の
琵
琶
に
ま
つ
わ
る

説
話
の
時
期
が
、
村
上
天
皇
の
こ
ろ
で
は
な
く
、
仁
明
天
皇
の
こ
ろ
だ
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
典
拠
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
に
従
っ
た
も
の
で
、
い
わ

ば
改
正
の
結
果
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
琵
琶「
獅

子
丸
」
を
龍
神
が
村
上
天
皇
に
返
し
、
天
皇
が
そ
れ
を
師
長
に
授
け
る
と
い

う
よ
う
に
、
村
上
天
皇
は
琵
琶
の
取
り
次
ぎ
を
担
う
役
割
を
し
て
い
る
。
異

界
の
龍
神
と
、
生
身
の
人
間
で
あ
る
師
長
の
仲
介
者
と
い
え
る
が
、
龍
神
の

統
率
者
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
後
の
傍
線
部
か
ら
も
読
み
取

れ
、
龍
神
は
海
中
に
、
天
皇
は
虚
空
へ
と
、
別
々
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
、
波
線
部
「
す
へ
ら
み
か
と
も
舞
給
ふ
」
に
は
、
村
上
天
皇
が
音

楽
を
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
舞
を
舞
う
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
村
上
天
皇
が
一
人
で
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
こ
と
に
即
し
て
お
り
、

本
節
�
で
見
て
き
た
演
出
の
変
遷
に
お
い
て
、
【
五
代
将
軍
綱
吉
の
意
向
に

よ
る
演
出
】
以
降
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
先
に
箇
条
書
き
で
挙
げ
た
前
場
に
お
け
る
差

異
に
つ
い
て
も
、
こ
の
流
れ
の
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
江
戸
期

に
入
っ
て
後
場
か
ら
姿
を
消
し
た
梨
壺
女
御
は
、前
場
に
お
い
て
す
ら
、い
っ

そ
う
影
が
薄
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
見
せ
場
と
な
る
﹇
早
舞
﹈
が
、
音
楽

の
演
奏
で
は
な
く
「
舞
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
る
の
は
、
作
品
全
体
に
お
け

る
音
楽
説
話
と
し
て
の
性
格
が
弱
ま
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
前
場
「
梅

が
枝
に
こ
そ
…
」
の
削
除
に
関
係
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た

『
永
正
本
』
特
有
の
詞
章
は
、
江
戸
後
期
に
お
け
る
《
絃
上
》
の
解
釈
の
反

映
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

村
上
天
皇
は
龍
王
か

以
上
、
《
絃
上
》
に
お
け
る
村
上
天
皇
の
造
形
の
変
遷
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
で
、
本
稿
第
一
節
�
の
末
尾
に
示
し
た
、

�
な
ぜ
村
上
天
皇
の
霊
が
龍
神
に
対
し
て
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
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見
直
す
と
、
江
戸
時
代
中
期
に
五
代
将
軍
綱
吉
の
意
向
で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
、
貴
公
子
と
し
て
の
演
出
に
な
る
。

【
五
代
将
軍
綱
吉
の
意
向
に
よ
る
演
出
】

�
後
シ
テ
は
村
上
天
皇
。

�
貴
公
子
出
立
で
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
。

綱
吉
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
趣
味
に
よ
る
「
奥
能
」
で
は
、
能
役
者
出
身
の

近
習
を
中
心
に
、
上
演
の
絶
え
て
い
た
作
品
の
復
曲
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
作
業
の
過
程
で
、
型
付
や
手
付
と
い
っ
た
演
出
資
料
の
な
い
作
品

に
つ
い
て
、
他
曲
を
参
考
と
し
て
演
出
が
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
《
絃
上
》
の
場
合
も
、
江
戸
初
期
で
は
喜
多
流
の
み
が
上
演
し

て
お
り
、
そ
の
際
す
で
に
村
上
天
皇
が
シ
テ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
村

上
天
皇
の
舞
物
は
、
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
う
観
点
が
中
心
に
な
っ

た
だ
ろ
う
。

現
行
曲
の
中
で
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
の
は
、
《
絃
上
》
の
ほ
か
、
《
融
》《
須

磨
源
氏
》
と
い
っ
た
貴
公
子
物
と
、
《
当
麻
》《
海
人
》
と
い
っ
た
女
人
成
仏

物
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
を
シ
テ
と
す
る
《
須
磨

源
氏
》
は
、
『
寛
文
元
年
書
上
』
で
ど
の
流
儀
も
演
目
と
し
て
い
な
い
と
い

う
点
で
《
絃
上
》
以
上
に
演
出
記
録
が
少
な
か
っ
た
作
品
で
、
や
は
り
将
軍

綱
吉
・
家
宣
の
時
期
に
復
曲
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
高
貴
な
身
分
の
シ
テ
に

合
う
の
は
﹇
早
舞
﹈
と
い
う
理
解
が
、
で
き
あ
が
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
貴
公
子
出
立
で
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
、

現
行
の
よ
う
な
村
上
天
皇
像
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
詞
章
の
ほ

う
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
出
上
は
村
上
天
皇

と
龍
神
と
の
関
係
性
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
祝
言
能
あ
る
い
は
風
流

能
と
し
て
の
性
格
は
消
滅
し
、
し
い
て
言
え
ば
、
貴
公
子
の
遊
舞
を
楽
し
む

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
雰
囲
気
を
味
わ
う
能
に
変
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

�

解
釈
と
し
て
の
『
永
正
本
』

《
絃
上
》
の
謡
本
の
中
に
は
、
別
作
品
と
は
言
い
難
い
が
、
他
本
に
は
な

い
詞
章
を
含
む
異
本
が
存
在
す
る
。
観
世
之
重
の
本
を
転
写
し
た
、
永
正
三

年
（
一
五
〇
六
）
の
奥
書
を
有
す
る
写
本
「
玄
上
」（
以
下
『
永
正
本
』）で
あ

る
。『

永
正
本
』
は
従
来
そ
の
成
立
過
程
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で

は
、
江
戸
時
代
後
期
に
観
世
元
章
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
永
正
三

年
な
ど
の
奥
書
は
「
ね
つ
造
」
で
あ
る
と
の
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る【
２０
】。
そ

の
詞
章
に
は
町
与
力
で
国
学
者
・
歌
人
の
加
藤
枝
直
が
考
案
し
た
詞
章
が
反

映
さ
れ
て
お
り
、
枝
直
が
関
与
し
て
い
た
観
世
元
章
に
よ
る
謡
本
改
正
（
い

わ
ゆ
る
明
和
改
正
）
の
、
い
わ
ば
稿
本
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る【
２１
】。

『
永
正
本
』
を
室
町
末
期
以
降
の
諸
本
と
比
べ
る
と
、
前
場
に
つ
い
て
は
、

【
２０
】

表
章

注
１
前
掲
論
文
、
小
林
健
二

注
１３
前
掲
論
文
、
金
春
安
明
「
永
正

三
年
本
〈
玄
上
〉
は
明
和
頃
の
書
写
か
？
」（『
観
世
』
二
月
号
、
平
成
十
四

年
）。

【
２１
】

中
尾
薫
「
永
正
三
年
本
《
玄
上
》
と
明
和
改
正
謡
本
―
加
藤
枝
直
説
の
投
影

を
中
心
に
―
」（『
東
海
能
楽
研
究
会
催
花
賞
受
賞
記
念
論
文
集
』
平
成
十
九

年
）。
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常
の
天
女
格
。
シ
テ
の
出
現
を
引
き
出
す
役
割
）。

村
上
天
皇
の
装
束
が
、
貴
公
子
出
立
か
�
荒
ぶ
る
神
�
の
出
立
か
は
確
か

で
な
い
が
、
前
掲
『
室
町
末
期
観
世
流
謡
本
』（
Ａ
）
の
役
表
記
「
天
人
」

や
、
『
妙
佐
本
仕
舞
付
』（
Ｅ
）
で
梨
壺
女
御
を
表
し
た
「
天
女
」
か
ら
は
、

常
人
と
は
異
な
る
印
象
が
強
い
。
そ
こ
で
、
第
一
節
の
�
に
示
し
た
「
村
上

天
皇
は
、
龍
神
の
側
に
近
い
存
在
な
の
で
は
な
い
か
」
と
の
推
測
に
沿
っ
て
、

『
室
町
末
期
観
世
流
謡
本
』
の
続
き
を
、
前
掲
Ｂ
を
再
掲
し
た
上
で
見
て

み
た
い
。

（
再
掲
Ｂ
）

モ
ロ
ナ
カ
＼
絃
上
・
青
山
か
く
の
ご
と
し
。
又
聞
き
及

び
た
る
琵
琶
の
音
の
。
獅
子
丸
さ
こ
そ
と
ゆ
か
し
き
ぞ
や

天
＼
い
で

召
し
出
し
弾
か
せ
ん
と
。
漫
々
と
あ
る
海
上
に
向
か
ひ
。
い
か
に
下
界

の
竜
神
た
し
か
に
聞
け
。
獅
子
丸
持
参
。
つ
か
ま
つ
れ

Ｈ

ハ
ヤ
太
コ

同
キ
リ
＼
獅
子
丸
浮
か
む
と
見
え
し
か
ば

�
�
。

八
大
龍
馬
を
引
き
連
れ
引
き
連
れ
。
か
の
御
琵
琶
を
授
け
給
へ
ば
師
長

給
は
り
引
鳴
ら
し
。
八
大
龍
王
も
弦
管
の
役
々
。
あ
る
ひ
は
波
の
鼓
を

打
て
ば
。
あ
る
ひ
は
琵
琶
の
名
に
し
お
ふ
。
獅
子
團
乱
旋
に
村
上
天
皇

も
奏
で
給
ふ
。
面
白
か
り
け
る
秘
曲
か
な

上
シ
テ
＼
獅
子
に
は
文
殊
や
召
さ
る
ら
ん
。
�
�
。
御
か
ど
は
飛
行
の

車
に
乗
じ
。
八
大
龍
馬
に
引
か
れ
給
へ
ば
。
師
長
も
飛
馬
に
。
鞭
を
打

ち
。
馬
上
に
琵
琶
を
携
へ
て
。
�
�
。
須
磨
の
帰
洛
ぞ
あ
り
が
た
き

こ
こ
で
、
二
重
傍
線
部
「
授
け
給
へ
ば
」
に
お
け
る
敬
語
の
用
法
か
ら
、

そ
の
主
語
は
村
上
天
皇
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
前

の
「
八
大
竜
馬
を
引
き
連
れ
」
た
の
も
村
上
天
皇
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
龍

神
に
対
し
て
統
率
を
取
る
村
上
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の

こ
と
は
、
後
の
傍
線
部
「
御
か
ど
は
飛
行
の
車
に
乗
じ
。
八
大
龍
馬
に
引
か

れ
給
へ
ば
」
に
も
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
室
町
末
期
ま
で
に
お
い
て
は
、
村
上
天
皇
は
龍
神
の
統
率
者
、

い
わ
ば
�
龍
王
�
と
で
も
称
す
べ
き
立
場
で
、
琵
琶
「
獅
子
丸
」
を
取
り
戻

す
た
め
に
海
中
か
ら
龍
神
た
ち
を
呼
び
出
す
と
、
梨
壺
女
御
と
と
も
に
そ
れ

を
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
龍
神
は
、
シ
テ
が
龍
神
の
祝
言
能
の
定
型
に

し
た
が
い
﹇
舞
働
﹈
を
舞
う
が
、
そ
れ
は
波
線
部
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
音

楽
の
合
奏
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
多
数
の
役
が
自
在
に
登
場
す
る
風
流
能
の
構
成
を
整
理
し
、

前
場
・
後
場
の
シ
テ
を
統
一
す
る
と
、
江
戸
初
期
の
喜
多
流
の
演
出
に
な
る
。

【
江
戸
初
期
の
喜
多
流
の
演
出
】

�
後
シ
テ
は
村
上
天
皇
。
龍
神
は
ツ
レ
。

�
村
上
天
皇
は
龍
神
に
近
い
存
在
。
�
荒
ぶ
る
神
�
と
し
て
﹇
舞
働
﹈

を
舞
う
。

こ
の
演
出
の
場
合
、作
品
に
お
け
る
祝
言
能
と
し
て
の
性
格
は
色
濃
く
残
っ

て
い
る
。
『
喜
多
七
大
夫
古
能
聞
書
』（
Ｃ
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
場

の
登
場
楽
を
〈
真
ノ
一
声
〉
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
﹇
神
舞
﹈
を
舞
う

こ
と
も
あ
っ
た
り
、
と
い
っ
た
脇
能
に
特
有
の
演
出
も
、
そ
の
名
残
で
あ
ろ

う
。さ

ら
に
、
村
上
天
皇
が
シ
テ
と
な
っ
た
こ
と
で
、
人
物
造
形
そ
の
も
の
を

一
二
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帝
王
へ
の
捧
げ
物
が
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
永
享
十
二
年
に
行

わ
れ
た
「
東
大
寺
八
幡
宮
遷
宮
延
年
記
録
」《
太
宗
皇
帝
水
勝
池
遊
覧
之
處
》

は
「
龍
王
が
出
現
し
、
如
意
宝
珠
を
帝
王
に
献
上
す
る
と
、
返
礼
と
し
て
舞

楽
が
演
奏
さ
れ
る
」【
１６
】と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
延
年
風
流
の
形
式
を
応
用
し
た
祝
言
能
に
、例
え
ば《
鵜
羽
》

が
あ
る
。
《
鵜
羽
》
は
、
も
と
も
と
世
阿
弥
の
原
作
で
は
恵
心
僧
都
を
ワ
キ

と
し
、
竜
女
成
仏
を
主
題
と
す
る
女
体
神
能
で
あ
っ
た【
１７
】が

、
後
に
帝
の
勅
使

に
宝
珠
を
捧
げ
る
と
い
う
祝
言
能
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

改
作
に
は
、
観
世
信
光
が
関
与
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
さ
れ
る【
１８
】。

観
世
信
光
が
延
年
風
流
の
構
想
を
も
と
に
作
っ
た
祝
言
能
の
一
特
徴
と
し

て
、
「
取
ら
れ
た
ら
、
取
り
返
す
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る【
１９
】。

す
な
わ
ち
、

仏
道
・
王
道
を
主
軸
に
取
り
、
外
道
に
よ
っ
て
宝
物
が
奪
取
さ
れ
る
が
、
そ

れ
を
取
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
祝
言
性
が
保
た
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
外
道

と
し
て
龍
神
が
登
場
す
る
も
の
に
は
、
《
大
蛇
》
や
《
張
良
》、《
氷
上
》
が

挙
げ
ら
れ
る
。

本
稿
第
一
節
に
記
し
た
よ
う
に
、
《
絃
上
》
の
作
者
は
金
剛
あ
る
い
は
河

上
神
主
と
さ
れ
る
が
、
室
町
時
代
後
期
を
代
表
す
る
能
作
者
で
あ
る
観
世
信

光
の
作
品
が
数
多
く
作
ら
れ
る
中
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
他
の
作
者
の
作
品

が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
《
絃
上
》
の
場
合
、
そ
の
素
材
と
な
っ
た
説

話
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
平
家
物
語
』、さ
ら
に
は
田
楽
や
延
年
大
風
流

を
通
し
て
、
「
龍
神
に
琵
琶
を
取
ら
れ
た
話
」
と
し
て
の
理
解
が
周
知
の
も

の
だ
っ
た
。
と
す
る
と
、
信
光
の
作
品
の
よ
う
に
、
取
り
返
し
た
場
面
を
再

現
し
た
祝
言
能
が
作
ら
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
流
れ
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
室
町
末
期
の
《
絃
上
》
は
、
琵
琶
の
名
器
を
め
ぐ
る
音
楽
説
話

を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
後
シ
テ
龍
神
を
は
じ
め
多
く
の
役
が
賑
や
か
に
登
場

し
、
取
ら
れ
た
宝
物
が
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
で
祝
言
性
を
出
し
た
風
流
能
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

村
上
天
皇
の
造
形

�

祝
言
能
か
ら
雰
囲
気
を
味
わ
う
能
へ

そ
こ
で
、
村
上
天
皇
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
時
間
を
順
に

追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
成
立
期
に
つ
い
て
前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

【
成
立
期
】

�
後
シ
テ
は
龍
神
、
村
上
天
皇
は
ツ
レ
。

�
村
上
天
皇
（
お
よ
び
梨
壺
女
御
）
は
、
龍
神
が
海
中
か
ら
琵
琶
「
獅

子
」
を
持
っ
て
現
れ
る
と
い
う
奇
瑞
の
き
っ
か
け
と
な
る
人
物
（
橋

掛
り
付
近
で
龍
神
の
登
場
を
待
ち
、
龍
神
の
所
作
を
見
て
い
る
。
通

【
１６
】

能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』
昭
和
十
三
年
、
岩
波
書
店
。

【
１７
】

竹
本
幹
夫
「
天
女
舞
の
研
究
」（『
観
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』
平
成
十

一
年
、
明
治
書
院
）。

【
１８
】

樹
下
文
隆

注
１２
前
掲
論
文
。

【
１９
】

拙
稿
「
観
世
信
光
の
「
調
伏
型
祝
言
能
」
―
《
太
施
太
子
》
を
中
心
に
―
」（『
中

世
文
学
』
第
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年
）。
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の
所
作
を
見
て
い
る
」
と
い
う
役
造
形
も
自
然
に
な
る
。
さ
ら
に
、
詞
章
に

「
八
大
龍
馬
を
引
き
連
れ
引
き
連
れ
」（
天
理
図
書
館
「
室
町
末
期
観
世
流
謡

本
」）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
場
す
る
龍
神
が
多
数
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
室
町
末
期
の
《
絃
上
》
は
、
登
場
人
物
が
多
く
登
場
し
、
奇
瑞

を
見
せ
所
と
す
る
と
い
う
、
風
流
能
の
性
格
が
強
い
能
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

�

《
絃
上
》
の
祝
言
性

そ
も
そ
も
、
《
絃
上
》
の
素
材
と
な
っ
た
琵
琶
を
め
ぐ
る
説
話
は
、
能
以

外
の
芸
能
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。

ま
ず
、
承
和
５
年
（
１
３
４
９
）
春
日
社
臨
時
祭
禰
宜
田
楽
《
廉
承
武
の

猿
楽
》
に
つ
い
て
は
、
小
林
健
二
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
る【
１４
】。
本
曲
は
前
半
部

の
役
表
記
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
後
半
部
に
関
す
る
記
述
を
欠
く
が
、
小

林
氏
は
『
文
机
談
』（
文
永
末
年
・
１
２
７
４
ご
ろ
）
の
内
容
を
も
と
に
、
後

半
の
筋
書
き
に
つ
い
て
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

�
前
半
の
山
場：

龍
神
が
琵
琶
を
奪
う
場
面

村
上
天
皇
に
命
じ
ら
れ
て
、
貞
敏
が
入
唐
し
て
廉
承
武
か
ら
琵
琶
の

秘
曲
（
三
曲
）
を
伝
授
さ
れ
、
琵
琶
の
名
器
（
三
器
）
を
与
え
ら
れ

る
。
そ
れ
を
持
っ
て
帰
朝
を
す
る
折
り
に
、
龍
王
・
龍
神
（
二
人
）

が
登
場
し
て
琵
琶
の
名
器
「
獅
子
丸
」
を
奪
う
。

�
後
半
の
山
場
（
小
林
氏
想
定
）：

廉
承
武
が
村
上
天
皇
に
琵
琶
の
秘
曲

を
伝
授
す
る
こ
と
と
そ
れ
に
よ
る
成
仏

清
涼
殿
で
村
上
天
皇
が
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
廉
承
武
の
霊

が
飛
来
し
、
琵
琶
の
秘
曲
で
あ
る
上
玄
・
石
上
を
天
皇
に
授
け
、
そ

れ
に
よ
り
霊
は
仏
果
を
得
て
成
仏
で
き
る
。

小
林
氏
が
想
定
さ
れ
た
後
半
の
筋
書
き
は
、
多
武
峰
延
年
大
風
流
《
廉
承

武
琵
琶
ノ
曲
伝
タ
処
事
》（
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
と
弘
治
二
年
（
一
五

五
六
）
上
演
）
に
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
村
上
天
皇
と
琵
琶
を
め
ぐ
る
物

語
は
、
龍
神
に
よ
る
琵
琶
の
略
奪
と
、
廉
承
武
に
よ
る
秘
曲
の
伝
授
と
い
う

側
面
か
ら
、
芸
能
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
延
年
大
風
流
と
い
う
芸
能
に
は
、
祝
言
性
と
、
そ
の
表
現
と

し
て
の
芸
が
含
ま
れ
る
。
松
尾
恒
一
氏
は
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
る【
１５
】。

帝
王
を
ワ
キ
と
し
、
そ
こ
へ
シ
テ
で
あ
る
神
仙
・
高
僧
等
が
登
場
し
奇

瑞
を
見
せ
、
こ
れ
に
対
し
帝
王
が
歌
舞
―
多
く
は
舞
楽
―
に
よ
っ
て
神

仙
・
高
僧
を
歓
待
す
る
と
い
う
の
が
多
く
に
共
通
す
る
筋
立
て
で
あ
る
。

こ
の
奇
瑞
は
、
神
仙
・
高
僧
等
に
随
伴
す
る
眷
属
神
（
シ
テ
ツ
レ
）
と

し
て
の
異
類
―
魚
類
・
鳥
類
・
龍
等
―
の
現
出
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

「
走
」
芸
を
行
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
延
年
大
風
流
で
は
、
奇
瑞
の
一
パ
タ
ー
ン
と
し
て
異
類
に
よ
る

【
１４
】

小
林
健
二
「
田
楽
能
《
廉
承
武
の
猿
楽
》
考
」（『
中
世
劇
文
学
の
研
究
―
能

と
幸
若
舞
曲
―
』
平
成
十
三
年
、
三
弥
井
書
店
）。

【
１５
】

松
尾
恒
一
「
走
物
―
表
現
と
そ
の
展
開
―
」（『
延
年
の
芸
能
史
的
研
究
』
平

成
九
年
、
岩
田
書
院
）。

一
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こ
の
よ
う
に
前
シ
テ
が
後
ツ
レ
に
引
き
継
が
れ
る
形
式
の
能
に
は
、
他
に

《
玉
井
》
や
《
輪
蔵
》
が
あ
る
。
《
玉
井
》
は
観
世
小
次
郎
信
光
（
一
四
五

〇
〜
一
五
一
六
）
の
作
、
《
輪
蔵
》
は
信
光
の
子
の
観
世
弥
次
郎
長
俊
（
一

四
八
八
〜
一
五
四
一
）
の
作
（
い
ず
れ
も
『
能
本
作
者
註
文
』
に
よ
る
）
と

さ
れ
、
室
町
後
期
に
作
ら
れ
た
風
流
能
の
一
作
風
と
い
え
る
。

こ
の
う
ち
《
玉
井
》
は
次
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
の
作
品
で
、
後
シ
テ
が
龍

神
で
あ
る
点
で
《
絃
上
》
と
似
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
。

失
っ
た
釣
針
を
求
め
龍
宮
に
赴
い
た
彦
火
々
出
見
尊
は
龍
王
の
娘
豊
玉

姫
と
結
ば
れ
る
。
三
年
の
後
、
豊
玉
・
玉
依
姉
妹
の
姫
は
満
干
の
玉
に

添
え
て
釣
針
を
捧
げ
、
龍
王
は
尊
を
陸
地
に
送
り
届
け
る
。
（
別
冊
國

文
學
『
能
・
狂
言
必
携
』
一
九
九
五
年
）

樹
下
文
隆
氏
は
《
玉
井
》
の
構
想
に
つ
い
て
、

彦
火
火
出
見
尊
神
話
を
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に

竜
神
か
ら
帝
王
へ
の
宝
珠
奉
献
と
い
う
祝
言
性
を
打
ち
出
し
、
さ
ら
に
、

不
老
不
死
の
仙
薬
と
し
て
の
玉
井
水
を
媒
介
と
し
て
、
竜
宮
の
姉
妹
が

御
代
の
長
久
を
保
証
す
る
と
い
う
、
二
重
の
祝
意
に
満
ち
た
作
品

と
評
さ
れ
て
い
る【
１２
】。

と
す
る
と
、
《
絃
上
》
に
つ
い
て
も
、
琵
琶
の
名
器
を
め
ぐ
る
音
楽
説
話

を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
龍
神
を
後
シ
テ
と
す
る
祝
言
能
の
構
想
を
見
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
、
龍
神
を
シ
テ
と
す
る
《
春
日
龍
神
》
と
、
《
絃
上
》
と
の
類
似

性
に
つ
い
て
、
小
林
健
二
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る【
１３
】。

《
春
日
龍
神
》
の
筋
書

き
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

明
恵
上
人
が
入
唐
渡
天
の
暇
乞
い
に
春
日
大
社
に
参
詣
す
る
と
、
宮
つ

子
の
老
人
が
春
日
の
神
徳
を
語
り
、
上
人
の
渡
天
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
、

時
風
秀
行
と
名
乗
り
姿
を
消
す
。
や
が
て
八
大
龍
王
が
百
千
眷
属
と
と

も
に
出
現
し
、
釈
尊
の
説
法
の
場
を
再
現
す
る
。（
別
冊
國
文
學『
能
・

狂
言
必
携
』
一
九
九
五
年
）

《
春
日
龍
神
》
の
こ
の
筋
書
き
に
お
い
て
、
明
恵
上
人
を
師
長
、
時
風
秀

行
を
村
上
天
皇
の
霊
に
置
き
換
え
る
と
、
《
絃
上
》
の
も
の
と
重
な
る
。
す

な
わ
ち
、
秀
才
の
入
唐
渡
天
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
目
的
で
奇
瑞
が
生
じ
る
、

と
い
う
枠
組
み
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

《
春
日
龍
神
》
の
場
合
、
前
シ
テ
・
宮
つ
子
の
老
人
（
実
は
時
風
秀
行
の

化
身
）
と
、
後
シ
テ
・
八
大
龍
王
は
同
一
の
人
格
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、

時
風
秀
行
は
「
八
大
龍
王
が
釈
尊
の
説
法
の
場
を
再
現
す
る
」
と
い
う
奇
瑞

を
引
き
起
こ
す
、
き
っ
か
け
と
し
て
機
能
す
る
人
物
で
あ
る
。

そ
こ
で
《
絃
上
》
の
村
上
天
皇
（
お
よ
び
梨
壺
女
御
）
も
、
後
場
で
は
、

龍
神
が
海
中
か
ら
琵
琶
「
獅
子
」
を
持
っ
て
現
れ
る
と
い
う
奇
瑞
の
き
っ
か

け
と
な
る
人
物
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
本
節
�
で
確
認

し
た
と
こ
ろ
の
、
「
橋
掛
り
付
近
で
龍
神
の
登
場
を
待
ち
、
さ
ら
に
、
龍
神

【
１２
】

樹
下
文
隆「
謡
曲《
玉
井
》考
―
作
品
の
構
想
と
成
立
に
関
す
る
試
論
―
」（『
広

島
女
子
大
国
文
』
第
二
十
号
、
平
成
十
七
年
）。

【
１３
】

小
林
健
二
「
歌
舞
劇
と
し
て
の
能
―
文
化
の
継
承
と
創
造
、
《
玄
象
》
の
場

合
―
」（『
中
世
劇
文
学
の
研
究
―
能
と
幸
若
舞
曲
―
』
平
成
十
三
年
、
三
弥

井
書
店
）。

九
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と
考
察
し
て
い
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
「
橋
掛
り
の
位
置
で
一
役
が
腰
掛
け
、
も
う

一
役
の
舞
を
見
る
」と
い
う
演
出
を
行
う
他
曲
で
あ
る
。
例
え
ば
、《
老
松
》

の
「
紅
梅
殿
」
と
称
さ
れ
る
小
書
は
、
室
町
後
期
ま
で
は
通
常
の
演
出
と
し

て
行
わ
れ
て
お
り【
１１
】、

下
間
少
進
の
『
童
舞
抄
』
に
は
「
常
の
舞
の
所
に
て
紅

梅
殿
舞
を
ま
ふ
。
其
時
大
夫
は
橋
掛
に
腰
を
か
け
て
ゐ
る
也
。」と
記
さ
れ
、

傍
線
部
の
よ
う
に
、
シ
テ
・
老
松
の
神
が
、
ツ
レ
・
紅
梅
殿
の
舞
を
橋
掛
り

で
腰
掛
け
て
見
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
喜
多
流
祖
古
七
大
夫
の

長
男
・
寿
硯
（
大
夫
は
継
承
せ
ず
）
が
三
世
大
夫
七
大
夫
宗
能
に
相
伝
し
た

延
宝
七
年
奥
書
『
能
覚
書
』（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）
に
は
、
「
大
夫
ハ
『
こ
ゑ

も
み
ち
た
る
』
と
云
時
分
に
、
橋
掛
ニ
て
も
、
又
シ
テ
柱
ノ
内
ニ
て
も
腰
掛

ル
」（「
老
松
ニ
紅
梅
殿
出
ス
仕
様
並
三
拍
子
ノ
留
ノ
事
」）と
あ
り
、
シ
テ
の

腰
掛
け
る
位
置
が
「
シ
テ
柱
ノ
内
」
の
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
例
を
参
考
に
す
る
と
、
村
上
天
皇
は
橋
掛
り
付
近
で
龍
神
の
登
場
を

待
ち
、
さ
ら
に
、
龍
神
の
所
作
を
見
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、

『
妙
佐
本
仕
舞
付
』
Ｅ
に
お
い
て
天
皇
と
同
時
に
登
場
し
て
い
る
「
天
女
」

は
、
い
わ
ゆ
る
龍
神
物
に
お
け
る
ツ
レ
天
女
と
は
異
な
り
、
舞
は
舞
わ
ず
、

村
上
天
皇
と
い
っ
し
ょ
に
龍
神
を
見
て
い
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
推

測
の
域
を
出
な
い
が
、
前
場
の
退
場
時
に
「
梨
壺
の
女
御
」
と
名
乗
っ
て
い

た
ツ
レ
の
幽
霊
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
『
妙
庵
玄
又
五
番
綴
謡

本
』
Ｃ
の
「
二
人
」
も
、
村
上
天
皇
・
梨
壺
女
御
の
二
人
と
な
り
、
自
然

で
あ
る
。

ま
た
、
梨
壺
女
御
（
藤
原
安
子
）
は
村
上
天
皇
即
位
前
に
入
内
し
た
最
初

の
妃
で
あ
り
、
妃
の
中
で
は
最
も
多
く
子
を
も
う
け
た
こ
と
か
ら
重
視
さ
れ

て
い
た
。
『
大
鏡
』
師
輔
伝
に
記
さ
れ
る
、
村
上
天
皇
に
後
で
入
内
し
た
宣

耀
殿
女
御
・
藤
原
芳
子
に
嫉
妬
し
、
壁
の
穴
か
ら
土
器
を
投
げ
つ
け
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
梨
壺
女
御
が
村
上
天
皇
と
ペ
ア
に
な
る
べ

き
人
物
と
し
て
、
前
・
後
場
の
両
方
に
登
場
し
て
い
た
可
能
性
は
、
十
分
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

龍
神
物
の
祝
言
能
と
し
て
の
構
成

《
絃
上
》
の
前
場
に
登
場
す
る
老
夫
婦
に
つ
い
て
は
、
謡
本
や
型
付
を
見

る
限
り
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
尉
が
シ
テ
で
村
上
天
皇
の
化
身
、

姥
が
ツ
レ
で
梨
壺
女
御
の
化
身
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
仮
に
、
『
妙

佐
本
仕
舞
付
』
の
Ｅ
に
つ
い
て
、
後
場
に
天
女
（＝

梨
壺
女
御
）
が
登
場

し
た
と
す
る
と
、
登
場
人
物
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
場

後
場

シ
テ

尉
（
村
上
天
皇
の
化
身
）→

龍
神

ツ
レ
�

姥
（
梨
壺
女
御
の
化
身
）→

天
女

ツ
レ
�

藤
原
師
長

﹇
中
入
無
﹈→

藤
原
師
長

ツ
レ
�

×

→

村
上
天
皇
の
霊

ワ
キ
�

従
臣

﹇
中
入
無
﹈→

従
臣

ワ
キ
�

従
者

﹇
中
入
無
﹈→

従
者

【
１１
】

山
中
玲
子「〈
老
松
〉
の
小
書
「
紅
梅
殿
」
の
諸
相
と
意
義
」（『
能
楽
研
究
』

第
三
十
六
号
、
平
成
十
三
年
）。

八
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シ
カ
ケ
テ
ヰ
ル
。
後
ニ
ア
イ
舞
也
。

Ｆ

又
、
モ
ロ
長
、
カ
ザ
ヲ
リ
、
カ
リ
ギ
ヌ
也
。
ビ
ワ
・
コ
ト
、
ウ

バ
・
ゼ
ウ
ヘ
ワ
タ
ス
。
作
物
ヨ
リ
出
ル
時
ハ
、
イ
ザ
ノ
方
ヘ
行
。
ウ
バ
・

ゼ
ウ
中
入
。
ア
イ
ノ
者
ア
リ
。
村
上
イ
ザ
ヘ
行
、
コ
シ
カ
ケ
テ
イ
ル
。

モ
ロ
長
ヨ
リ
上
ニ
イ
ル
。
キ
リ
ニ
、
モ
ロ
長
ニ
ビ
ワ
ヲ
渡
ス
。

同
型
付
は
細
川
幽
斎
配
下
の
武
将
・
長
岡
妙
佐
の
本
を
、
幽
斎
の
子
息
・

妙
庵
玄
又
（＝

細
川
幸
隆
）
が
書
写
し
た
も
の
で
、
演
出
の
古
態
が
知
ら
れ

る
記
録
で
あ
る
。

村
上
天
皇
は
狩
衣
・
指
貫
姿
で
あ
る
が
、
同
型
付
に
は
能
面
に
つ
い
て
の

記
述
は
な
く
、
ま
た
「
シ
ヽ
カ
ブ
リ
」
も
不
明【
８
】な

た
め
、
貴
公
子
出
立
か�
荒

ぶ
る
神
�
の
出
立
か
は
、
こ
こ
で
は
判
然
と
し
な
い
。

Ｅ
の
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
後
シ
テ
は
現
行
の
村
上
天
皇
と
は
異
な
り
、

龍
神
で
あ
る
。
村
上
天
皇
は
橋
掛
り
の
位
置
で
（
お
そ
ら
く
床
几
に
）
腰
掛

け
、
後
に
龍
神
と
「
相
舞
」
と
な
る
。

Ｅ
と
Ｆ
は
一
続
き
の
演
出
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
村
上
天
皇
の
着
座

す
る
位
置
が
、
Ｅ
で
は
「
ハ
シ
ガ
ヽ
リ
」、
Ｆ
で
は
「
イ
ザ
」
と
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
同
型
付
の
時
代
の
「
イ
ザ
（
居
座
）」は
現
代
で
い
う

後
見
座
に
あ
た
り【
９
】、

客
席
か
ら
見
た
場
合
、
本
舞
台
の
左
手
奥
の
位
置
で
あ

る
点
で
は
大
差
が
な
い
。

表
章
氏
は
こ
の
演
出
に
つ
い
て
、

村
上
天
皇
の
他
に
天
女
も
ツ
レ
と
し
て
登
場
す
る
ら
し
い
。
〈
玄
象
〉

に
は
天
女
の
出
る
べ
き
理
由
が
な
い
が
、
「
八
大
り
う
め
（
龍
馬
）」を

「
八
大
龍
女
」
と
解
し
て
天
女
（
龍
女
）
を
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

と
解
し
て
い
る【
１０
】。
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、
同
型
付
と
同
じ
く
妙
佐
と
妙

庵
が
関
わ
っ
た
『
妙
庵
玄
又
五
番
綴
謡
本
』
の
次
の
注
記
で
あ
る
。

Ｇ

ワ
キ

一
、
モ
ロ
長
、
出
立
、
ヲ
キ
ナ
ノ
ゴ
ト
ク
扇
ヲ
◯
大
臣
三
人

シ
テ
初

ツ
レ

一
、
尉
ト
ウ
ハ
、
デ
ガ
ヘ
リ
。

二
人
出
ル
ツ
レ
タ
ル
ベ
シ

一
、
村
上
天
皇
、
カ
フ
リ
、
カ
リ
ギ
ヌ
・
サ
シ
ヌ
キ
。
面
ハ
若
男
。

シ
テ
後

一
、
龍
神
、
ハ
ン
ギ
リ
ニ
ハ
ツ
ヒ
。
赤
ガ
シ
ラ
。
龍
ヲ
イ
タ
ヾ
ク
。
面

ト
ヒ
デ
。

こ
の
注
記
に
つ
い
て
表
氏
は
、
「
後
ツ
レ
村
上
天
皇
が
別
の
ツ
レ
天
女
を

伴
っ
て
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
解
し
た
上
で
、
引

用
文
中
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、

謡
本
で
村
上
天
皇
を
意
味
す
る
役
名
の
「
天
」
が
「
二
人
」
に
誤
ら
れ
、

そ
の
誤
写
に
基
づ
い
て
天
女
を
出
す
演
出
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
可
能

性
が
強
い
。

【
８
】

表
章
氏
は
「
透
冠
だ
ろ
う
か
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
注
１
前
掲
論
文
。

【
９
】

小
田
幸
子
「
能
の
舞
台
装
置
―
作
り
物
の
歴
史
的
考
察
―
（
下
）」（『
能
楽
研

究
』
第
十
三
号
、
昭
和
六
十
三
年
）。

【
１０
】

表
章

注
１
前
掲
論
文
。
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る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
�
荒
ぶ
る
神
〞
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

喜
多
流
に
お
い
て
、
流
儀
の
草
創
期
で
あ
る
江
戸
時
代
初
期
以
来
、
右
の

演
出
が
通
常
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
九
州
大
学
蔵
『
諸
家
替
之
記
』

か
ら
も
知
ら
れ
る
。

Ｄ

絃
上

一

古
七
大
夫
、
面
は
東
江
、
黒
頭
、
透
冠
、
狩
衣
、
大
口
、
扇
に
て

舞
働
を
ス
ル
。
シ
テ
は
舞
台
に
て
舞
、
龍
神
は
橋
掛
に
て
舞
働
ス
ル
。

黒
川
市
右
衛
門
咄
申
候
。

「
古
七
大
夫
」
と
は
、
喜
多
流
初
代
長
能
（
一
五
八
六
〜
一
六
五
三
）
を

指
す
。
も
と
金
剛
流
の
大
夫
で
あ
っ
た
が
、
大
阪
の
乱
の
後
に
浪
人
、
二
代

将
軍
の
庇
護
を
受
け
て
能
界
に
復
帰
し
、
既
存
の
四
流
か
ら
独
立
し
て
活
動

す
る
よ
う
に
な
っ
た【
７
】。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
演
出
も
、
前
掲
Ｃ
『
喜
多
七
大

夫
古
能
聞
書
』
に
記
さ
れ
る
「
古
法
」
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
初

期
の
喜
多
流
で
は
、
村
上
天
皇
は
�
荒
ぶ
る
神
�
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
村
上
天
皇
の
通
常
演
出
は
、

﹇
舞
働
﹈
を
舞
う
�
荒
ぶ
る
神
�
か
ら
、
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
貴
公
子
へ
と
変

化
し
、
も
と
の
演
出
は
小
書
（
特
殊
演
出
）
と
し
て
残
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。�

荒
ぶ
る
神
�
と
し
て
﹇
舞
働
﹈
を
舞
う
村
上
天
皇
の
造
形
は
、
本
節
�

で
示
し
た
「
な
ぜ
村
上
天
皇
の
霊
が
龍
神
に
対
し
て
命
令
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
龍
神
が
素
直
に
村
上
天
皇
の
命
令
に
応
じ
た
の
か
」

と
い
う
疑
問
に
対
し
、
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
村

上
天
皇
は
、
生
身
の
人
間
・
藤
原
師
長
よ
り
も
龍
神
の
側
に
近
い
存
在
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
こ
で
新
た
な
問
題
が
浮
上
す
る
。
《
絃
上
》
に
お
い
て
龍
神

は
何
者
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
素
材
と
な
っ
た
琵
琶
を

め
ぐ
る
説
話
の
中
に
、
す
で
に
琵
琶
「
獅
子
丸
」
を
奪
っ
た
龍
神
は
登
場
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
《
絃
上
》
で
は
ど
の
よ
う
な
役
柄
を
与
え
ら
れ

て
い
る
か
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
《
絃
上
》
の
主
題
を
捉
え
直

し
て
み
た
い
。

二

《
絃
上
》
を
風
流
能
と
し
て
捉
え
直
す

�

龍
神
を
見
る
村
上
帝
―
梨
壺
女
御
登
場
の
可
能
性
と
と
も
に
―

《
絃
上
》
の
古
い
演
出
例
と
し
て
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
以
前
の

演
出
を
伝
え
る
『
妙
佐
本
仕
舞
付
』
が
知
ら
れ
て
い
る
（
引
用
は
、
能
楽
資

料
集
成
１２
『
観
世
流
古
型
付
集
』（
西
野
春
雄
校
訂
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所

編
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
、
わ
ん
や
書
店
）
の
翻
刻
本
文
に
よ
っ
た
）。

Ｅ
（
…
中
略
…
）
村
上
天
皇
、
シ
ヽ
カ
ブ
リ
、
カ
リ
ギ
ヌ
、
サ
シ
ヌ

キ
。
モ
ロ
長
出
立
、
同
前
。
天
女
、
如
レ

常
。
シ
テ
、
龍
神
。
如
レ

常
。

龍
ヲ
イ
タ
ゞ
ク
。
ビ
ワ
ヲ
少
ク
ツ
ク
リ
テ
持
。
天
皇
ハ
シ
ガ
ヽ
リ
ニ
コ

【
７
】

表
章
『
喜
多
流
の
成
立
と
展
開
』
平
成
六
年
、
平
凡
社
。
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付
一

相
勤
申
候
儀
ニ
御
座
候
。
尤
御
能
五
六
日
前
ニ
被
二

仰
出
一

、
相
勤

申
候
様
ニ
と
の
義
ニ
付
、
其
節
謡
・
能
共
覚
申
候
而
相
勤
申
候
。

�
金
剛
（
玄
上
）：

（「
金
剛
家
ノ
能
番
附
」
百
三
十
番
の
内
）

�
喜
多：

決
而
不
レ

仕
候
能
与
申
儀
無
二

御
座
一

候

喜
多
流
の
「
決
し
て
で
き
な
い
能
は
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
能
好
き
将

軍
と
し
て
知
ら
れ
る
五
代
将
軍
・
綱
吉
と
六
代
将
軍
・
家
宣
が
江
戸
城
内
で

催
し
た
能
に
お
い
て
、喜
多
家
出
身
の
中
条
祐
山（
一
六
五
〇
〜
一
七
三
一
）

が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。
中
条
祐
山

は
、
も
と
喜
多
流
三
世
七
大
夫
宗
能
だ
っ
た
が
、
綱
吉
の
命
に
よ
り
武
士
と

し
て
江
戸
城
勤
仕
と
な
っ
た
。
致
仕
後
は
喜
多
流
の
後
継
者
を
育
成
す
る
立

場
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
綱
吉
・
家
宣
の
好
み
を
反
映
し
た
演
出
が
喜
多
流

に
も
た
ら
さ
れ
、
上
演
で
き
る
演
目
数
も
増
加
し
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
『
享
保
六
年
書
上
』
提
出
の
段
階
で
《
絃
上
》

を
流
儀
の
所
演
目
と
し
て
い
た
の
は
、
宝
生
・
金
剛
・
喜
多
の
三
つ
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
宝
生
流
の
記
述
の
、
も
と
は
所
演
目
で
は
な
か
っ
た
が

「
常
憲
院
様
・
文
照
院
様
」
す
な
わ
ち
将
軍
綱
吉
・
家
宣
時
代
に
命
じ
ら
れ

て
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
内
容
は
、
喜
多
流
の
も
の
と
対
応
す
る
。
こ

う
し
た
流
儀
ご
と
の
上
演
状
況
は
、
寛
政
七
年
・
十
一
年
書
上
に
も
同
様
に

記
さ
れ
て
お
り
、
喜
多
流
で
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
、
《
絃
上
》
を
所
演
曲

と
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
江
戸
初
期
の
喜
多
流
の
演
出
を
書
き
と
ど
め
た
資
料
を
見
て
み

た
い
。
喜
多
流
の
十
一
世
で
あ
る
七
大
夫
長
景
が
編
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、

寛
政
十
一
年
以
降
成
立
の
個
人
蔵
『
喜
多
七
大
夫
古
能
聞
書
』（
仮
称
）
の
う

ち
、
九
世
七
大
夫
古
能
（
一
七
四
二
〜
一
八
二
九
）
が
〈
絃
上
〉
に
つ
い
て

語
っ
た
と
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

『
喜
多
七
大
夫
古
能
聞
書
』

Ｃ

《
絃
上
》
之
事

古
能
公
被
仰
、
前
ノ
〈
一
せ
い
〉
は
常
ノ
〈
一

せ
い
〉
本
法
也
。
〈
真
ノ
一
声
〉
ニ
致
ス
ハ
習
也
。ア

是
ハ
脇
能
之
時
之

事
也
。
此
時
し
つ
め
頭
も
有
ル
也
。
此
時
後
ノ
出
立
は
黒
頭
・
透
冠
・

東
江
・
半
切
・
狩
衣
也
。
﹇
早
舞
﹈
に
て
無
之
。
龍
神
と
一
所
ニ
舞
働

ヲ
舞
ふ
也
。
尤
龍
神
ハ
橋
掛
リ
に
て
可
舞
。
し
て
ハ
舞
台
に
て
舞
ふ
也
。

イ

又
﹇
神
舞
﹈
に
も
致
ス
也
。
脇
能
に
は
﹇
神
舞
﹈
ノ
方
可
然
。
﹇
舞
働
﹈

は
古
法
也
。ウ

昔
は
一
体
、
《
絃
上
》
ノ
後
し
て
ノ
出
立
如
此
に
て
﹇
舞

働
﹈
に
て
有
り
し
ヲ
、
常
憲
院
様
思
召
に
て
今
之
通
被
仰
付
シ
也
。

傍
線
部
ア
に
よ
れ
ば
、
古
能
の
時
代
で
は
、
《
絃
上
》
を
脇
能
と
し
て
上

演
す
る
と
き
装
束
が
替
わ
り
、
﹇
早
舞
﹈
で
は
な
く
龍
神
と
の
﹇
舞
働
﹈
相

舞
と
な
る
。
能
面
の
「
東
江
」
は
喜
多
流
だ
け
で
用
い
ら
れ
る
「
怪
士
」
の

変
換
種
で
、
装
束
の
組
み
合
わ
せ
は
、
大
方
は
喜
多
流
現
行
の
「
替
装
束
」

と
同
じ
だ
が
、
袴
が
指
貫
で
は
な
く
半
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
《
絵
馬
》
の

手
力
雄
命
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
線
部
イ
の
よ
う
に
、
﹇
神
舞
﹈
を
舞
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
﹇
舞

働
﹈
の
ほ
う
が
「
古
法
」
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
、
傍
線
部
ウ
か
ら
は
、
か
つ
て
は
﹇
舞
働
﹈
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
が
、

「
常
憲
院
様
」
す
な
わ
ち
将
軍
綱
吉
の
意
向
に
よ
り
、
「
今
之
通
」
つ
ま
り

﹇
早
舞
﹈
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
村
上
天
皇
の
性
格
は
、
脇
能
と
し
て
演
じ
ら
れ 五
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か
、
装
束
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。
後
シ
テ
（
村
上
天
皇
の
霊
）
の
装

束
は
、
現
行
で
は
、
「
中
将
」
の
面
に
、
初
冠
、
鉢
巻
、
摺
箔
、
単
狩
衣
、

指
貫
、
込
大
口
、
腰
帯
、
扇
と
い
っ
た
、
貴
公
子
の
出
立
で
あ
る
。
ま
た
、

シ
テ
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
﹇
早
舞
﹈
も
、
い
っ
ぱ
ん
に
貴
公
子
の
舞
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
現
行
の
小
書
演
出
の
中
に
は
、
貴
公
子
の
出
立
で
な
い
村
上
天
皇

も
登
場
す
る
。
喜
多
流
の
小
書
「
替
装
束
」
で
あ
る
。

�
後
シ
テ
が
透
冠
・
黒
頭
に
怪
士
の
類
の
面
を
つ
け
、
狩
衣
・
指
貫
の
姿

で
登
場
し
、
﹇
早
舞
﹈
の
代
り
に
龍
神
が
﹇
舞
働
﹈
を
舞
い
、
シ
テ
は

そ
の
間
、
地
謡
前
で
床
几
に
か
け
て
い
る
。
（
岩
波
講
座
『
能
・
狂
言

�
能
楽
鑑
賞
案
内
』）

�
黒
頭
に
透
冠
、
面
は
怪
系
の
も
の
、
狩
衣
に
指
貫
込
大
口
で
、
雷
電
の

替
装
束
と
同
じ
に
な
る
。
早
舞
を
や
め
て
ハ
タ
ラ
キ
を
入
れ
、
龍
神
と

相
舞
に
な
る
。
（
三
宅
襄
「
能
の
特
殊
演
出
」。『
能
楽
全
書

第
三
巻
』）

「
怪
士
」
の
面
は
眼
球
の
縁
に
金
属
を
嵌
入
し
、
角
膜
の
部
分
に
朱
を
流

し
て
あ
る
の
が
特
徴
で
、
英
雄
や
武
将
の
怨
霊
に
用
い
ら
れ
る【
５
】。

「
怪
士
・

黒
頭
・
透
冠
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
他
曲
で
は
、
《
絵
馬
》
の
ツ
レ
・
手
力

雄
命【
６
】に
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
《
絵
馬
》
の
場
合
に
は
袴
は
半
切
を
用
い
た

力
神
の
出
立
だ
が
、
《
絃
上
》
で
は
指
貫
な
の
で
、
貴
公
子
と
し
て
の
性
格

を
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
雷
電
の
替
装
束
と
同
じ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
《
雷
電
》
の
前

シ
テ
・
菅
丞
相
（
菅
原
道
真
）
の
出
立
に
つ
い
て
、
通
常
の
水
衣
出
立
を
替

え
、
霊
性
を
強
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
行
喜
多
流
の
小
書
「
替

装
束
」
の
場
合
、
村
上
天
皇
は
、
超
人
的
な
存
在
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
。

﹇
舞
働
﹈
に
つ
い
て
は
、
龍
神
が
舞
う
の
を
見
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
相

舞
（
龍
神
と
と
も
に
舞
う
）
か
の
両
用
が
あ
る
よ
う
だ
。
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
貴
公
子
の
出
立
で
﹇
早
舞
﹈
を
舞
う
、
現
行
の
通
常
演
出
と
は
大
き

く
印
象
が
異
な
る
も
の
と
な
る
。

�

江
戸
期
に
お
け
る
演
出
の
変
化

そ
こ
で
、
現
行
喜
多
流
の
小
書
「
替
装
束
」
の
ル
ー
ツ
を
探
る
べ
く
、
同

流
の
江
戸
時
代
の
演
出
を
見
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
《
絃
上
》
は
、
上
演
頻
度
の
高
い
曲
で

は
な
か
っ
た
。
大
夫
家
が
幕
府
に
提
出
し
た
書
上
を
見
る
と
、
江
戸
前
期
の

『
寛
文
元
年
書
上
』（
一
六
六
一
）
で
は
、
喜
多
流
の
み
が
所
演
曲
と
し
て
い

る
。ま

た
、
中
期
に
な
り
、
『
享
保
六
年
書
上
』（
一
七
二
一
）
に
お
け
る
各
流

の
記
事
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

�
観
世
（
玄
上
）：

唯
今
ハ
能
・
謡
共
ニ
絶
而
不
レ

仕
候
。

�
金
春
（
絃
上
）：

然
れ
共
私
家
ニ
而
覚
不
レ

申
候
。

�
宝
生
（
絃
上
）：

私
家
ニ
而
ハ
曾
而
不
レ

申
候
得
共
、
常
憲
院
様
・
文
照
院
様
御
代
被
二

仰

【
５
】

野
上
豊
一
郎
「
能
の
假
面
」（『
能
楽
全
書

第
三
巻
』
昭
和
二
十
九
年
）。

【
６
】

宝
生
流
・
喜
多
流
で
シ
テ
・
天
照
大
神
を
男
体
で
演
じ
る
場
合
も
同
様
。

四

能《絃上》における演出と主題の変遷７８



で
た
く
取
り
戻
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
玄
象
の
霊
器
た
る
ゆ
え
ん
を
説
く
も

の
で
あ
る
。
玄
象
の
失
踪
事
件
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
成
立
前
後

か
ら
、
『
江
談
抄
』
や
『
十
訓
抄
』
な
ど
い
く
つ
か
の
説
話
集
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
、
村
上
天
皇
の
琵
琶
が
鬼
に
取
ら
れ
る
と
い
う
説
話
は
、
広
く

知
ら
れ
て
い
た【
３
】。

こ
れ
ら
三
面
の
琵
琶
を
め
ぐ
る
説
話
は
、
能
《
絃
上
》
の
い
わ
ば
屋
台
骨

と
な
っ
て
い
る
が
、
作
中
で
は
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
現
存
最
古
の
写
本【
４
】で

あ
る
天
理
図
書
館
蔵
「
室
町
末
期
観
世
流

謡
本
」
の
本
文
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
（
引
用
に
あ
た
り
、
適
宜
、
漢
字

を
あ
て
た
）。

Ａ

後
上
サ
シ
天
人
＼
抑
是
ハ
延
喜
聖
代
の
御
ゆ
づ
り
。
村
上
の
天
皇

と
ハ
我
事
な
り

モ
ロ
ナ
カ
＼
そ
の
聖
代
の
御
宇
か
と
よ
。
掃
部
頭
貞

敏
の
勅
使
と
し
て
。
も
ろ
こ
し
よ
り
三
面
の
琵
琶
を
渡
さ
る
ゝ

天
人

＼
玄
象
・
青
山
・
獅
子
丸
こ
れ
な
り

モ
ロ
ナ
カ
＼
青
山
は
仁
和
寺
御

室
の
御
ゆ
づ
り
と
し
て
。
守
覚
法
親
王
の
御
相
伝

下
天
人
＼
獅
子
丸

は
龍
宮
に
留
ま
り
下
界
に
あ
り

こ
の
よ
う
な
簡
略
な
記
述
か
ら
は
、
琵
琶
を
め
ぐ
る
説
話
が
観
客
に
と
っ

て
周
知
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ

の
後
日
談
と
し
て
、
龍
神
が
琵
琶
「
獅
子
丸
」
を
返
す
た
め
に
海
中
か
ら
現

れ
る
場
面
を
見
せ
場
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
能
《
絃
上
》
の
眼
目
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
龍
神
が
琵
琶
を
返
し
た
経
緯

に
は
、
わ
か
り
に
く
さ
が
存
在
す
る
。
前
掲
引
用
文
Ａ
の
続
き
を
見
て
み

よ
う
。Ｂ

モ
ロ
ナ
カ
＼
玄
象
・
青
山
か
く
の
ご
と
し
。
又
聞
き
及
び
た
る
琵

琶
の
音
の
。
獅
子
丸
さ
こ
そ
と
ゆ
か
し
き
ぞ
や

天
＼
い
で
召
し
出
し

弾
か
せ
ん
と
。
漫
々
と
あ
る
海
上
に
向
か
ひ
。
い
か
に
下
界
の
龍
神
た

し
か
に
聞
け
。
獅
子
丸
持
参
。
つ
か
ま
つ
れ

こ
こ
で
師
長
は
、「『
獅
子
丸
』
の
音
は
ど
ん
な
ふ
う
だ
ろ
う
」
と
興
味
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
、
村
上
天
皇
の
霊
は
、
「
で
は
（
琵
琶
を
）
召

し
出
し
て
（
あ
な
た
に
）
弾
か
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
海
上
に
向
か
い
、
龍
神

に
「
獅
子
丸
」
持
参
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
続
き
は
本
稿
第
三
節
に
て
引
用

す
る
が
、
そ
の
命
令
を
受
け
て
龍
神
が
「
獅
子
丸
」
を
持
っ
て
現
れ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
村
上
天
皇
の
霊
が
龍
神
に
対
し
て
命
令
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
龍
神
が
素
直
に
村
上
天
皇
の
命
令
に
応
じ
た
の
か
は
、

明
確
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
詞
章
を
見
る
か
ぎ
り
、
《
絃
上
》
に
お
い
て
村

上
天
皇
と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

�

装
束
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

そ
こ
で
、
能
の
舞
台
に
お
い
て
村
上
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

【
３
】

『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
説
話
集
で
は
、
玄
象
を
鬼
か
ら
取
り
返
す
の
は
僧

の
修
法
に
よ
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
こ
の
役
目
が
源
博
雅
に
置
き
換

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
稲
田
浩
二
氏
は
、
霊
器
玄
象
の
説
話

が
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
新
し
く
芸
能
説
話
に
脱
皮
し
た
も
の
と
説
明

し
て
い
る（「
今
昔
物
語
集
の
説
話
性
に
関
す
る
試
論
―
玄
象
説
話
を
め
ぐ
っ

て
」。『
女
子
大
国
文
』
七
十
八
号
、
昭
和
五
十
年
）。

【
４
】

年
記
の
う
え
で
は
『
永
正
本
』
の
ほ
う
が
古
い
が
、
先
行
研
究
に
し
た
が
い
、

『
永
正
本
』
は
江
戸
期
以
降
の
成
立
と
し
て
扱
う
。
後
述
。

三
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な
お
、
本
文
中
の
引
用
資
料
の
、
Ａ
〜
Ｉ
の
記
号
な
ら
び
に
傍
線
は
、

筆
者
（
米
田
）
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
名
の
表
記
は
本
文
中

で
は
《
絃
上
》
に
統
一
し【
２
】、
引
用
文
に
お
い
て
は
原
資
料
に
し
た
が
う
も
の

と
す
る
。

一

村
上
天
皇
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

�

問
題
の
所
在

ま
ず
、
《
絃
上
》
の
あ
ら
す
じ
、
お
よ
び
現
行
の
舞
台
の
進
行
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

琵
琶
の
妙
手
で
あ
る
藤
原
師
長
（
ツ
レ
）
は
琵
琶
の
奥
義
を
究
め
る

た
め
に
入
唐
を
志
し
、
従
者
（
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
）
を
伴
い
須
磨
の
浦

に
や
っ
て
く
る
。

一
行
は
潮
汲
み
の
老
夫
婦
（
前
シ
テ
・
前
ツ
レ
）
の
小
屋
に
泊
ま
り
、

師
長
は
夫
婦
の
所
望
で
琵
琶
の
名
器
「
玄
象
」
を
弾
く
。
に
わ
か
に
雨

が
降
っ
て
く
る
と
、
老
人
は
苫
を
葺
い
て
雨
音
を
琵
琶
の
音
の
調
子
に

合
わ
せ
た
。
師
長
は
、
老
人
が
た
だ
者
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
琵
琶
を

弾
か
せ
た
と
こ
ろ
、
姥
の
琴
と
見
事
な
合
奏
を
繰
り
広
げ
る
。

実
は
、
老
人
は
、
か
つ
て
玄
象
の
持
ち
主
だ
っ
た
村
上
天
皇
、
姥
は

梨
壺
女
御
の
霊
で
、
師
長
の
渡
唐
を
止
め
る
た
め
に
あ
ら
わ
れ
た
の
だ

と
告
げ
て
消
え
る
。
〈
中
入
〉

や
が
て
霊
は
か
つ
て
の
帝
の
姿
（
後
シ
テ
）
で
あ
ら
わ
れ
、
か
つ
て

龍
宮
に
奪
わ
れ
海
底
に
沈
ん
だ
琵
琶
の
名
器
獅
子
丸
を
龍
神
（
後
ツ

レ
）
に
持
っ
て
こ
さ
せ
﹇
ツ
レ
早
笛
﹈、師
長
に
与
え
、
と
も
に
秘
曲
を

奏
す
﹇
シ
テ
早
舞
﹈。や
が
て
帝
の
霊
は
天
上
へ
、
師
長
は
都
へ
と
帰
っ

て
い
く
。

《
絃
上
》
は
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
成
立
の
『
能
本
作
者
注
文
』
に
は

「
河
上
神
主
」
作
、
ま
た
、
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
成
立
の
『
自
家
伝

抄
』
に
は
「
金
剛
」
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
室
町
中
期
に
は
成

立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

作
品
の
題
材
と
な
っ
た
の
は
『
平
家
物
語
』
巻
七
「
青
山
の
沙
汰
」
や
『
源

平
盛
衰
記
』
に
記
さ
れ
る
、
琵
琶
の
名
器
に
ま
つ
わ
る
説
話
で
あ
る
。
『
平

家
物
語
』
で
は
、
合
戦
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
平
経
正
が
少
年
時
代
を
過

ご
し
た
仁
和
寺
を
訪
れ
、
か
つ
て
賜
っ
た
名
器
「
青
山
（
せ
い
ざ
ん
）」を
返

上
す
る
。
こ
の
「
青
山
」
は
「
玄
象
」「
獅
子
丸
」
と
と
も
に
唐
か
ら
本
朝
に

贈
ら
れ
た
の
だ
が
、
実
は
三
面
の
琵
琶
の
う
ち
、
「
獅
子
丸
」
は
船
で
日
本

へ
運
ぶ
途
中
、
海
中
の
龍
神
に
奪
取
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
残
り
の
二
面
の
う

ち
、
「
青
山
」
は
仁
和
寺
に
伝
え
ら
れ
、
「
玄
象
」
は
村
上
天
皇
を
経
て
、

「
妙
音
院
」
と
称
さ
れ
る
名
手
・
藤
原
師
長
の
所
有
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

琵
琶
「
玄
象
」
と
村
上
天
皇
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

巻
第
二
十
四
（
本
朝
付
世
俗
）
の
「
絃
上
ノ
琵
琶
、
為
鬼
被
取
語
第
二
十
四
」

に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
村
上
天
皇
の
代
に
琵
琶
の
名
器
・
玄

象
が
失
踪
し
、
天
皇
が
大
い
に
嘆
い
た
こ
と
、
次
に
、
源
博
雅
が
玄
象
を
め

【
２
】

観
世
流
の
《
玄
象
》
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
変
更
で
あ
る
。
『
能
楽
大
事

典
』（
小
林
責
・
西
哲
生
・
羽
田
昶
著
、
二
〇
一
二
年
、
筑
摩
書
房
）
参
照
。

二

能《絃上》における演出と主題の変遷８０



は
じ
め
に

能
《
絃
上
》
は
シ
テ
方
五
流
す
べ
て
で
現
行
曲
と
な
っ
て
お
り
、
前
場
・

後
場
と
も
に
場
面
の
変
化
に
富
み
、
見
せ
場
の
多
い
曲
で
あ
る
。
特
に
後
場

で
は
、
﹇
早
笛
﹈
に
乗
せ
て
ツ
レ
・
龍
神
が
勢
い
よ
く
登
場
し
、
早
い
テ
ン

ポ
の
大
ノ
リ
地
の
謡
に
続
い
て
、
貴
公
子
姿
の
後
シ
テ
・
村
上
天
皇
の
霊
に

よ
る
﹇
早
舞
﹈
が
舞
わ
れ
、
一
曲
全
体
の
最
高
潮
を
作
っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
演
出
に
関
し
て
は
、
現
行
で
は
後
場
の
配
役
が
シ
テ
・
村
上

天
皇
、
ツ
レ
・
龍
神
だ
が
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
シ
テ
・
龍
神
、
ツ
レ
・

村
上
天
皇
と
逆
だ
っ
た
こ
と
や
、
舞
も
﹇
早
舞
﹈
で
は
な
く
﹇
舞
働
﹈
で
あ
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
現
行
の
よ
う
な
演
出
は
元
禄
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る【
１
】。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
演
出
の

変
化
は
、
作
品
全
体
の
主
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。本

稿
で
は
、
能
《
絃
上
》
の
演
出
史
を
遡
っ
て
そ
の
変
遷
を
確
認
し
、
こ

れ
を
も
と
に
作
品
成
立
時
の
作
品
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、

村
上
天
皇
の
役
造
形
に
注
目
し
、
《
絃
上
》
の
主
題
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み

た
い
。

能
《
絃
上
》
に
お
け
る
演
出
と
主
題
の
変
遷

村
上
天
皇
は
龍
王
か
？
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【
１
】

表
章
「
作
品
研
究
〈
玄
象
〉」（『
観
世
』
昭
和
五
十
六
年
八
月
号
）。
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