
に
応
じ
て
音
曲
の
調
子
を
工
夫
す
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

又
、
た
と
ひ
秋
暮
・
三
冬
陰
気
な
り
と
も
、
若
、
当
時
の
日
頭
も
う
ら
ゝ

に
、
見
物
衆
も
群
集
し
た
る
当
座
に
て
、
人
気
・
人
音
な
ん
ど
の
み
に

て
、
し
み
か
ね
た
る
当
庭
に
も
、
相
音
の
高
声
を
以
て
、
数
人
の
心
耳

に
通
ぜ
し
め
て
、
為
手
一
人
へ
諸
人
の
目
・
心
を
引
き
入
て
、
其
連
声

よ
り
風
姿
に
移
る
遠
見
を
な
し
て
、
万
人
一
同
の
感
応
と
な
る
褒
美
あ

ら
ば
、
一
座
成
就
の
遊
楽
な
る
べ
し
。

表
現
は
漢
語
を
多
用
し
難
解
に
な
っ
た
が
、
演
能
の
場
を
と
り
ま
く
状
況

は
世
阿
弥
が
芸
論
を
展
開
し
始
め
た
頃
と
変
わ
ら
な
い
。
傍
線
部
に
は
相
変

わ
ら
ず
「
人
気
・
人
音
」
に
あ
ふ
れ
、
「
し
み
か
ね
た
る
」
す
な
わ
ち
能
を

見
る
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
な
い
観
客
が
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
観
客
た
ち
の

目
と
心
を
「
為
手
一
人
」
に
ひ
き
つ
け
て
「
万
人
一
同
」
の
感
動
を
生
も
う

と
す
る
世
阿
弥
が
い
る
。
ざ
わ
め
く
観
客
と
の
対
峙
は
、
世
阿
弥
に
と
っ
て

芸
を
続
け
る
限
り
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
世
阿
弥
の
伝
書
か
ら
、
世
阿
弥
に
よ
る
「
大
所
」
重
視
の
方
針
と
、

ざ
わ
め
き
が
ち
な
観
客
へ
の
対
応
策
を
読
み
取
っ
て
き
た
。
伝
書
の
執
筆
を

始
め
た
当
初
で
あ
る
応
永
七
年
ご
ろ
に
は
、
上
演
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
当
座

の
工
夫
を
考
え
て
い
た
の
が
、
時
代
が
下
が
る
と
上
演
す
る
作
品
そ
の
も
の

の
あ
り
方
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

だ
が
、
世
阿
弥
の
周
辺
で
は
能
の
演
じ
方
が
変
化
し
、
世
阿
弥
が
追
求
し

た
の
と
は
異
な
る
方
法
で
ざ
わ
め
く
観
客
へ
の
対
応
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
世
阿
弥
最
晩
年
の
伝
書
『
習
道
書
』
は
能
の
役
ご
と
の
心

得
を
説
い
た
も
の
だ
が
、
「
脇
の
為
手
」
へ
の
注
意
の
中
で
「
昔
」
と
「
近

年
」
の
違
い
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
昔
」
は
、
シ
テ
と
二
人
で
十
分

で
き
る
よ
う
な
能
は
、
ワ
キ
は
一
、
二
人
で
演
じ
て
い
た
が
、
「
近
年
」
で

は
作
中
人
物
と
は
無
関
係
な
烏
帽
子
・
素
襖
姿
で
多
数
登
場
し
、
シ
テ
や
ワ

キ
の
謡
を
補
佐
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
本
来
は
独
吟
す
る
べ
き
謡
を

他
の
役
者
が
助
け
て
音
量
拡
大
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
こ
の

「
近
年
」
の
芸
態
に
つ
い
て
「
心
得
ら
れ
ぬ
」
等
の
強
い
反
発
を
示
す
が
、

裏
返
せ
ば
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
芸
態
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
後
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸

時
代
を
通
し
て
同
音
や
地
謡
に
よ
る
合
唱
箇
所
は
増
加
し【
１４
】、

謡
の
音
量
は
確

実
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
う
し
た
ら
観
客
に
声
を
届
け
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
は

役
者
に
と
っ
て
普
遍
的
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
能
を
自
作
す
る
こ
と
を
「
此

道
の
命
」（『
花
伝
第
三
問
答
条
々
』）と
認
識
し
て
い
た
世
阿
弥
は
、
や
は
り

作
能
の
段
階
で
解
決
法
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

世
阿
弥
や
そ
の
影
響
下
に
あ
る
作
者
（
長
男
で
あ
る
元
雅
等
）
に
よ
る
新
作

や
改
作
の
方
法
を
探
る
上
で
、
「
大
所
」
を
は
じ
め
と
す
る
演
能
の
場
へ
の

意
識
は
、
い
ま
一
度
考
え
直
し
て
よ
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

【
１４
】

藤
田
隆
則
『
能
の
多
人
数
合
唱
』（
二
〇
〇
〇
年
二
月
。
ひ
つ
じ
書
房
）。一

〇
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の
充
実
化
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る【

９
】。
世
阿
弥
の
能
に
は
歌

舞
的
な
演
技
へ
の
強
い
指
向
が
あ
り
、
詞
章
も
、
筋
書
き
を
た
ど
る
の
で
は

な
く
美
文
調
の
修
辞
に
よ
っ
て
情
趣
を
重
視
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
美
し
い
文
章
は
そ
の
ま
ま
美
し
い
音
曲

を
生
み
、
音
曲
を
伴
う
「
歌
」
は
観
客
に
と
っ
て
耳
に
心
地
よ
く
、
舞
台
へ

の
関
心
を
呼
ぶ
。
「
舞
」
も
同
様
に
、
細
か
い
所
作
で
構
成
さ
れ
る
物
ま
ね

芸
に
比
べ
、
遠
く
か
ら
見
て
魅
力
的
な
芸
だ
と
い
え
る
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な

言
い
方
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
傾
向
も
ま
た
、
世
阿
弥
の
「
大
所
」
に
対

応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
現
れ
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

世
阿
弥
の
応
永
十
年
頃
以
降
の
所
説
の
集
積【
１０
】で

あ
る
『
花
鏡
』
の
第
七
条

「
時
節
当
レ

感
事
」
に
は
、
ざ
わ
め
く
観
客
を
描
い
た
前
掲
『
花
伝
第
三
問

答
条
々
』
と
ほ
ぼ
同
意
な
が
ら
、
興
味
深
い
差
異
を
含
む
記
事
が
あ
る
。

申
楽
の
当
座
に
出
て
、
さ
し
事
・
一
声
を
出
す
に
、
其
時
分
の
際
あ
る

べ
し
。
（
…
略
…
）
先
、
楽
屋
よ
り
出
て
、
橋
が
か
り
に
歩
み
止
ま
り

て
、
諸
方
を
う
か
ゞ
ひ
て
、
「
す
は
声
を
出
だ
す
よ
」
と
、
諸
人
一
同

に
待
ち
受
く
る
す
な
は
ち
に
、
声
を
出
だ
す
べ
し
。
是
、
諸
人
の
心
を

受
け
て
声
を
出
だ
す
、
時
節
感
当
也
。

こ
の
記
事
で
は
、
ざ
わ
め
く
観
客
は
描
か
れ
な
い
。
シ
テ
は
す
で
に
登
場

し
て
い
る
が
発
声
せ
ず
、
観
客
は
「
す
は
声
を
出
だ
す
よ
」
と
耳
を
澄
ま
せ

て
待
ち
か
ま
え
て
お
り
、
『
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
の
観
客
が
シ
テ
の
登
場

じ
た
い
を
待
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
、
同
条
の
末
に
は
、

又
、
内
に
て
の
音
曲
な
ど
も
、
（
…
略
…
）「
す
は
声
を
出
す
よ
」
と
、

人
の
心
に
待
ち
受
け
て
、
心
耳
を
静
む
る
際
よ
り
、
声
を
出
だ
す
べ
し
。

の
よ
う
に
、
「
内
に
て
の
音
曲
」
す
な
わ
ち
屋
内
で
の
謡
に
つ
い
て
も
前
掲

記
事
と
同
じ
表
現
で
述
べ
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
条
で
は
、
能
の
観

客
の
中
に
謡
を
聴
く
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
花
鏡
』
の
執
筆
開
始
は
『
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て

い
な
い
が
、
い
っ
た
ん
の
成
立
は
応
永
二
十
五
年
ま
で
下
る【
１１
】。

こ
の
間
に
世

阿
弥
は
観
客
に
対
し
て
謡
を
か
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
強
く
し
た
ら
し
く
、

同
書
に
は
音
曲
や
作
詞
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
し
、
同
二
十
六
年

に
は
『
音
曲
口
伝
』
も
成
立
し
て
い
る【
１２
】。

で
は
、
こ
の
間
に
能
の
観
客
の
ほ
う
は
ざ
わ
め
く
こ
と
を
や
め
、
上
演
前

か
ら
舞
台
を
注
視
し
、
セ
リ
フ
や
音
曲
を
聴
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
成
立
で
世
阿
弥
晩
年
の
代
表
的

著
述
と
さ
れ
る
『
拾
玉
得
花
』
第
一
問
答
に
は
、
当
日
の
演
能
の
雰
囲
気
す

な
わ
ち
「
四
気
折
々
、
日
夜
・
朝
暮
、
貴
賤
群
集
の
他
少【
１３
】、

広
座
・
少
座
」

【
９
】

注
８

前
掲
論
文

【
１０
】

注
５

前
掲
書

【
１１
】
『
花
鏡
』
の
奥
書
は
応
永
三
十
一
年
だ
が
、
同
二
十
八
年
の
奥
書
を
持
つ
『
二

曲
三
体
人
形
図
』
に
は
「
花
鏡
」
の
名
が
見
え
、
さ
ら
に
同
二
十
五
年
『
花

習
内
抜
書
』
の
奥
書
か
ら
『
花
鏡
』
の
前
身
た
る
「
花
習
」
な
る
伝
書
が
す

で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
表
章
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
補
注
ほ

か
。

【
１２
】

た
だ
し
、
『
花
鏡
』『
音
曲
口
伝
』
と
も
に
奥
書
の
年
次
で
あ
る
応
永
三
十
一

年
お
よ
び
同
二
十
六
年
以
後
の
増
補
記
事
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
表
章
『
世
阿

弥
・
禅
竹
』
補
注
ほ
か
。

【
１３
】

「
多
少
」
に
同
じ
。

九
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演
技
で
始
ま
る
と
い
う
世
阿
弥
以
後
の
定
型
（
序
破
急
五
段
の
形
式
）
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
は
シ
テ
の
登
場
段
が
そ
の
ま
ま
一
曲
の
中

心
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
終
わ
る
よ
う
な
小
ぶ
り
な
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
可

能
性
を
述
べ
た【
７
】。

ま
た
、
物
狂
能
の
場
合
、
古
作
の
能
は
登
場
人
物
が
多
く
、
独
白
や
問
答

で
の
状
況
説
明
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
三
宅
晶
子
氏
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る【
８
】。

こ
う
し
た
観
阿
弥
時
代
の
作
風
で
あ
る
小
ぶ
り
な
能
、

せ
り
ふ
に
よ
っ
て
展
開
す
る
能
が
、
従
来
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
地
方
の
寺

社
な
ど
「
小
所
」
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
「
大
所
」
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
世
阿
弥
は
実
感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
大
所
」

向
け
の
能
の
あ
り
方
へ
の
模
索
が
、
世
阿
弥
に
よ
る
改
作
や
新
風
の
創
造
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
「
大
所
」
で
の
演
能
の
ゆ
く
え

実
は
、
「
大
様
な
る
能
」
の
特
徴
は
そ
の
ま
ま
、
伝
書
の
他
の
記
事
で
述

べ
ら
れ
た
「
脇
の
申
楽
」
す
な
わ
ち
そ
の
日
の
最
初
に
上
演
さ
れ
る
能
の
特

徴
に
あ
て
は
ま
る
。
同
じ
く
『
花
伝
第
六
花
修
』
の
第
一
条
「
能
の
本
を
書

く
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
と
さ
ら
、
脇
の
申
楽
、
本
説
正
し
く
て
、
開
口
よ
り
、
そ
の
謂
れ
と
、

や
が
て
人
の
知
る
ご
と
く
な
ら
ん
ず
る
来
歴
を
書
く
べ
し
。
さ
の
み
に

細
か
な
る
風
体
を
尽
く
さ
ず
と
も
、
大
か
た
の
か
ゝ
り
直
に
下
り
た
ら

ん
が
、
指
寄
り
花
々
と
あ
る
や
う
に
、
脇
の
申
楽
を
ば
書
く
べ
し
。
又
、

番
数
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
も
�
�
、
言
葉
・
風
体
を
尽
く
し
て
、

細
か
に
書
く
べ
し
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
本
説
正
し
く
て
」「
さ
の
み
に
細
か
な
る
風
体
を
尽
く

さ
ず
」
は
、
本
稿
「
三
」
の
冒
頭
に
挙
げ
た
「
大
所
」
に
ふ
さ
わ
し
い
能
の

特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
は
そ
の
日
の
最
初
の
演
目
を
成
功

さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
か
な
る
場
で
あ
っ
て
も
、
最
初
の
演
目
は
雰
囲
気
が
未
だ
整
わ
な
い
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
「
番
数
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
も
�
�
、
言
葉
・
風
体

を
尽
く
し
て
、
細
か
に
書
く
べ
し
」
は
、
そ
の
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進
ん
で

き
て
か
ら
の
能
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
掲
の
古
作
の
能
あ
る
い

は
「
小
所
」
の
能
に
通
じ
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
細
部
の
詞
章
や
所
作

に
凝
ら
な
い
よ
う
な
曲
を
一
日
の
最
初
に
置
き
、
観
客
の
中
に
能
を
見
る
雰

囲
気
が
行
き
渡
っ
て
か
ら
、
細
か
い
聞
か
せ
所
・
見
せ
所
を
盛
り
込
ん
だ
曲
、

具
体
的
に
は
観
阿
弥
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
芸
で
あ
る
物
狂
能
や
芸
づ
く
し

の
能
を
配
す
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
芸
風
の
能
も
全
体
と
し
て
「
大
所
」
の

能
に
似
た
傾
向
を
帯
び
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
宅
晶
子
氏
は
世
阿
弥
が

新
作
し
た
物
狂
能
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
を
減
ら
し
、
筋
を
簡
略
化
す
る
と

と
も
に
、
一
方
自
作
の
曲
舞
を
加
え
る
等
し
て
、
物
狂
の
芸
と
し
て
の
歌
舞

【
７
】

「
初
期
花
伝
時
代
の
シ
テ
登
場
段
」（『
文
学
』
隔
月
巻
第
一
巻
第
六
号
。
二

〇
〇
〇
年
十
二
月
）

【
８
】

「
元
雅
の
物
狂
能
」（『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』。二
〇
〇
一
年
二
月
。
ぺ
り

か
ん
社
）
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こ
れ
、
よ
か
る
べ
し
」、す
な
わ
ち
、
謡
の
趣
き
さ
え
適
合
し
て
い
れ
ば
よ
い

と
も
い
う
。
要
す
る
に
「
大
様
な
る
能
」
と
は
、
能
の
詞
章
を
構
成
す
る
言

葉
の
細
部
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
全
体
の
流
れ
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
『
花
伝
第
六
花
修
』
で
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
目
利
・
大
所
」

を
条
件
と
す
る
能
は
、
本
説
を
最
重
要
視
す
る
一
方
で
詞
章
や
所
作
に
は
凝

ら
な
い
よ
う
な
曲
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
素
材
と
な

る
文
学
作
品
に
精
通
し
た
観
客
が
、
演
能
の
断
片
か
ら「
あ
あ
、
あ
の
話
か
」

と
作
品
世
界
を
想
像
し
つ
つ
も
、
広
い
場
所
な
の
で
細
部
を
見
た
り
聞
い
た

り
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

一
方
、
こ
れ
と
対
極
的
に
述
べ
ら
れ
る
の
が
、
演
能
の
場
が
「
片
辺
り
の

神
事
」
の
よ
う
な
「
田
舎
」
や
、
「
夜
な
ど
の
庭
」
の
よ
う
な
「
小
所
」
の

場
合
で
、
前
掲
引
用
文
の
続
き
の
記
事
で
あ
る
。

又
、
小
さ
き
能
の
、
さ
し
た
る
本
説
に
て
は
な
け
れ
共
、
幽
玄
な
る
が
、

細
々
と
し
た
る
能
あ
り
。
こ
れ
は
、
初
心
の
為
手
に
も
似
合
ふ
物
也
。

在
所
も
、
自
然
、
片
辺
り
の
神
事
、
夜
な
ど
の
庭
に
相
応
す
べ
し
。
よ

き
ほ
ど
の
見
手
も
、
能
の
為
手
も
、
こ
れ
に
迷
ひ
て
、
自
然
、
田
舎
・

小
所
の
庭
に
て
面
白
け
れ
ば
、
そ
の
心
慣
ら
ひ
に
て
、
押
し
出
だ
し
た

る
大
所
、
貴
人
の
御
前
な
ど
に
て
、
あ
る
い
は
ひ
い
き
興
行
し
て
、
思

ひ
の
外
に
能
悪
け
れ
ば
、
為
手
に
も
名
を
折
ら
せ
、
我
も
面
目
な
き
事

あ
る
物
な
り
。

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
た
い
し
た
本
説
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
幽
玄
で

細
々
と
し
た
能
が
あ
る
。
こ
れ
は
初
心
の
演
者
に
も
似
合
う
し
、
場
所
も
片

田
舎
の
祭
礼
や
、
夜
間
の
演
能
に
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
場
合
に

成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
能
を
「
大
所
・
貴
人
の
御
前
」
や

「
ひ
い
き
興
行
」（
特
定
の
役
者
を
引
き
立
て
る
た
め
の
催
し
）
で
演
じ
て
期

待
は
ず
れ
に
な
る
と
、
面
目
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
能
は

「
大
様
に
す
べ
き
能
」の
対
極
で
あ
る
か
ら
、
逆
に「
言
葉
・
義
理
に
か
ゝ
」

る
能
だ
と
も
い
え
る
。

実
は
、
こ
う
し
た
「
小
所
」
に
ふ
さ
わ
し
い
能
こ
そ
、
も
と
も
と
観
世
座

が
得
意
と
し
て
き
た
芸
風
で
あ
っ
た
。
松
岡
心
平
氏
は
、
観
阿
弥
や
世
阿
弥

に
よ
っ
て
新
作
あ
る
い
は
改
作
さ
れ
た
数
々
の
曲
、た
と
え
ば〈
通
小
町
〉（
四

位
の
少
将
）
の
よ
う
な
懺
悔
劇
や
、
〈
融
の
大
臣
の
能
〉
の
よ
う
な
地
獄
の

呵
責
劇
、
〈
自
然
居
士
〉
の
よ
う
な
勧
進
聖
の
活
躍
を
描
く
も
の
、
〈
百
万
〉

の
よ
う
な
霊
験
を
強
調
す
る
物
狂
能
、
近
江
猿
楽
の
役
者
犬
王
の
天
女
の
能

と
い
っ
た
宗
教
性
の
強
い
演
目
（
歌
舞
の
菩
薩
が
経
巻
を
持
っ
て
登
場
し
仏

法
讃
嘆
の
舞
を
舞
う
）
は
、
も
と
も
と
観
世
座
が
活
動
の
拠
点
と
し
て
き
た

寺
院
で
の
演
能
か
ら
生
じ
た
も
の
と
述
べ
て
い
る【
６
】。

観
阿
弥
以
来
の
大
和
猿
楽
の
伝
統
芸
は
、物
ま
ね
を
主
体
と
し「
義
理
」（
文

句
の
お
も
し
ろ
さ
）
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
能

の
ほ
と
ん
ど
は
世
阿
弥
に
よ
っ
て
改
作
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
姿
は
シ
テ

の
芸
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
す
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
中
玲
子

氏
は
前
掲
『
花
伝
第
三
物
学
条
々
』
第
一
条
の
記
事
に
つ
い
て
、
シ
テ
が
楽

屋
か
ら
登
場
す
る
と
す
ぐ
に
謡
を
聞
か
せ
て
お
り
、
一
曲
の
最
初
が
ワ
キ
の

【
６
】

「
夢
幻
能
の
発
生
」（『
宴
の
身
体
』
一
九
九
一
年
九
月

岩
波
書
店
）
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に
つ
い
て
分
析
を
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

『
花
伝
第
六
花
修
』
は
奥
書
・
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
応
永
十
年

代
の
世
阿
弥
の
能
楽
観
が
多
角
的
に
投
影
さ
れ
た
伝
書
で
、
前
掲
の
『
花
伝

第
三
問
答
条
々
』
や
『
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
』
に
引
き
続
く
芸
論
で
あ
る
。

同
書
は
能
作
論
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
作
品
論
・
演
技
論
・
演
者
論
な
ど
世
阿

弥
の
一
座
の
統
率
者
と
し
て
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
様
々
な
論
を
含
ん

で
お
り【
５
】、

演
能
の
成
功
を
導
く
た
め
の
戦
略
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
書
第
四
条
で
は
、
演
者
が
相
当
に
達
者
で
も
「
目
利
・
大
所
」
す
な
わ

ち
観
客
が
目
利
き
で
場
が
大
庭
と
い
う
条
件
下
で
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
能

の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
能
の
よ
き
・
悪
し
き
に
つ
け
て
、
為
手
の
位
に
よ
り
て
、
相
応
の

所
を
知
る
べ
き
也
。

文
字
・
風
体
を
求
め
ず
し
て
、
大
様
な
る
能
の
、
本
説
こ
と
に
正
し

く
て
、
大
き
に
位
の
上
れ
る
能
あ
る
べ
し
。
か
や
う
な
る
能
は
、
見
所

さ
ほ
ど
細
か
に
な
き
事
あ
り
。
こ
れ
に
は
、
よ
き
ほ
ど
の
上
手
も
似
合

は
ぬ
事
あ
り
。
た
と
ひ
、
こ
れ
に
相
応
す
る
ほ
ど
の
無
上
の
上
手
な
り

と
も
、
又
、
目
利
・
大
所
に
て
な
く
ば
、
よ
く
出
で
来
る
事
あ
る
べ
か

ら
ず
。
こ
れ
、
能
の
位
、
為
手
の
位
、
目
利
・
在
所
・
時
分
、
こ
と
ご

と
く
相
応
せ
ず
ば
、
出
で
来
る
事
は
左
右
な
く
あ
る
ま
じ
き
也
。

こ
の
条
の
表
題
（
一
ツ
書
）
は
、
演
能
の
成
功
・
失
敗
に
つ
い
て
、
演
者

の
芸
力
や
芸
歴
に
よ
る
相
応
の
と
こ
ろ
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
条
の
内
容
が
そ
も
そ
も
は
演
者
の
品
位
論
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

本
文
で
は
ま
ず
、
文
辞
や
演
技
の
個
々
の
面
白
さ
を
追
求
し
な
い
大
様
な

能
で
、
し
か
も
本
説
（
素
材
）
が
正
統
で
品
位
の
高
い
能
の
存
在
を
挙
げ
る
。

こ
う
し
た
能
は
見
た
目
の
面
白
さ
は
さ
ほ
ど
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
能
は
上
手
な
役
者
に
似
合
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
こ
う
し

た
能
に
相
応
す
る
よ
う
な
こ
の
上
な
い
上
手
で
あ
っ
て
も
、
演
ず
る
場
が
目

利
き
の
い
る
「
大
所
」
で
な
け
れ
ば
、
成
功
す
る
こ
と
は
な
い
。
結
局
、
「
能

の
位
、
為
手
の
位
、
目
利
・
在
所
・
時
分
」
が
「
こ
と
ご
と
く
相
応
」
し
て

い
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
か
な
り
厳
し
い
条
件
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
説
明
は
、
は
じ
め
に
「
大
様
な
能
」
が
存
在
し
、
そ
の
曲
に
ふ

さ
わ
し
い
シ
テ
の
力
量
と
演
能
の
場
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
新
た
に
能
を
作
る
際
に
は
「
大
所
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
能
の
位
」

の
問
題
、
具
体
的
に
は
「
文
字
・
風
体
を
求
め
ず
し
て
、
大
様
な
る
能
の
、

本
説
こ
と
に
正
し
く
て
、
大
き
に
位
の
上
れ
る
能
」
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す

る
か
と
い
う
能
作
論
に
も
直
結
す
る
。

「
大
様
な
る
能
」
と
は
、
こ
の
記
事
の
前
の
条
に
「
さ
し
て
細
か
に
言
葉

・
義
理
（
文
句
の
意
味
）
に
か
ゝ
ら
で
、
大
様
に
す
べ
き
能
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
作
品
と
し
て
は
細
か
い
言
葉
の
用
法
に
こ
だ
わ
ら
な
い
も
の
で
、
ま

た
、
「
直
に
舞
い
謡
い
、
振
り
を
も
す
る
�
�
と
な
だ
ら
か
に
す
べ
し
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
演
技
の
上
で
も
こ
だ
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
能
で
は
、
幽
玄
の
姿
で
あ
る
登
場
人
物
に
似
合
わ
ぬ「
硬

き
言
葉
」
を
謡
っ
た
と
し
て
も
、
「
音
曲
の
か
ゝ
り
だ
に
確
や
か
な
ら
ば
、

【
５
】

竹
本
幹
夫
「
世
阿
弥
能
作
論
の
形
成
」（『
観
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』。

一
九
九
九
年
二
月
。
明
治
書
院
）
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曲
な
れ
ど
も
、
な
を
故
実
を
め
ぐ
ら
し
て
、
曲
を
色
ど
り
、
声
色
を
た

し
な
み
て
、
我
が
心
に
も
「
今
ほ
ど
に
執
す
る
こ
と
な
し
」
と
、
大
事

に
し
て
こ
の
態
を
す
れ
ば
、
見
聞
く
人
、
「
常
よ
り
も
な
を
面
白
き
」

な
ど
、
批
判
に
合
ふ
こ
と
あ
り
。
こ
れ
は
、
見
聞
く
人
の
た
め
、
め
づ

ら
し
き
心
に
あ
ら
ず
や【
４
】。

い
つ
も
同
じ
よ
う
に
演
じ
る
動
作
や
音
曲
な
の
で
、
観
客
が
「
こ
う
い
う

ふ
う
に
す
る
だ
ろ
う
」
と
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
定
ま
っ
た
方
法

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
同
じ
振
り
で
あ
っ
て
も
軽
々
と
動
き
、
い
つ
も
の
音
曲
で

も
フ
シ
や
声
色
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
慎
重
に
す
れ
ば
、
観
客
は
「
い
つ
も
よ

り
も
い
っ
そ
う
面
白
い
」
と
の
批
評
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
観
客

に
と
っ
て
「
め
づ
ら
し
き
心
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
世
阿
弥
は
述
べ
て

い
る
。

こ
の
記
事
は
、
「
花
と
、
面
白
き
と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同

じ
心
な
り
」
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
段
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

身
振
り
や
謡
い
方
、
演
出
な
ど
に
つ
い
て
た
だ
一
つ
の
方
法
に
こ
だ
わ
る
の

で
は
な
く
、
観
客
が
「
め
づ
ら
し
」
と
感
じ
る
よ
う
な
芸
の
魅
力
を
持
ち
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ざ
わ
め
く
観
客
へ
の
対
応
策
と

し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
演
じ
方
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
注
意
を
引

く
と
い
う
点
で
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
京
都
の
観
客
は
鑑
賞
眼
が
高
く
、
た
と
え
ば
近
江
猿
楽
の
役
者
岩

童
が
小
道
具
に
過
剰
な
装
飾
を
施
し
た
こ
と
か
ら
、
「
桟
敷
の
見
物
衆
の
有

し
が
、
其
ま
ゝ
帰
ら
れ
し
也
」（『
申
楽
談
儀
』）と
い
う
具
合
に
、
気
に
入
ら

な
い
も
の
に
は
簡
単
に
背
を
向
け
た
。
せ
っ
か
く
の
工
夫
も
方
法
を
間
違
え

れ
ば
、
た
ち
ま
ち
失
脚
に
つ
な
が
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
、
「
め
づ
ら
し
」
い
演
出
で
観
客
を
引
き
つ
け
る
方
法
は
、
か
え

っ
て
逆
効
果
の
こ
と
も
あ
る
。
「
桟
敷
崩
れ
の
田
楽
」
に
関
し
て
記
し
た
『
太

平
記
』
巻
第
二
十
七
「
田
楽
事
付
長
講
見
物
事
」
は
、
崩
壊
の
直
前
に
観
客

が
少
年
役
者
の
軽
業
に
感
動
し
て
ど
よ
め
く
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

サ
レ
バ
百
余
間
ノ
桟
敷
共
怺
兼
テ
座
ニ
モ
不
蹈
、
「
ア
ラ
面
白
ヤ
難
堪

ヤ
。」ト
、
喚
叫
ビ
ケ
ル
間
、
感
声
席
ニ
余
リ
ツ

、ヽ
且
ハ
閑
リ
モ
ヤ
ラ

ズ
。

面
白
い
演
技
に
対
し
て
観
客
た
ち
が
興
奮
し
、
口
々
に
感
想
を
述
べ
、
な

か
な
か
静
ま
ら
な
い
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
も
し
桟
敷
が
崩
壊
せ
ず
少
年
役
者

の
芸
が
一
段
落
し
た
と
し
て
も
、
続
い
て
行
わ
れ
る
芸
に
対
し
て
す
ぐ
に
注

目
す
る
観
客
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。

大
き
な
桟
敷
で
の
上
演
で
は
、
多
数
の
ざ
わ
め
く
観
客
の
注
意
を
喚
起
す

る
こ
と
じ
た
い
難
し
く
、
い
っ
た
ん
集
中
さ
せ
た
と
し
て
も
、
演
技
の
内
容

に
よ
っ
て
は
い
っ
そ
う
の
喧
噪
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
演
能
の
本
番
で
行

う
場
当
た
り
的
な
工
夫
は
、
リ
ス
ク
と
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。

三
、
「
大
所
」
に
ふ
さ
わ
し
い
能
の
模
索

世
阿
弥
は
次
第
に
、
「
大
所
」
と
い
う
場
所
や
観
客
層
そ
の
も
の
の
特
徴

【
４
】

『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
は
底
本
に
従
い
片
仮
名
書
き
だ
が
平
仮
名
に
改
め
た
。

五
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る
が
、
同
時
に
相
当
な
声
量
が
必
要
で
あ
っ
た
。
役
者
た
ち
は
ま
ず
、
そ
の

場
の
広
さ
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
ざ
わ
め
く
観
客
へ
の
対
応
策

そ
し
て
「
大
所
」
で
の
演
能
に
お
い
て
も
っ
と
も
対
応
策
を
要
す
る
の
は
、

大
勢
集
ま
っ
た
観
客
を
い
か
に
舞
台
に
引
き
つ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。世

阿
弥
の
ご
く
初
期
の
芸
論
で
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
に
成
立
し
た
『
花

伝
第
三
問
答
条
々
』
の
第
一
問
答
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

神
事
、
貴
人
の
御
前
な
ど
の
申
楽
に
、
人
群
集
し
て
、
座
敷
い
ま
だ
静

ま
ら
ず
。
さ
る
程
に
、
い
か
に
も
�
�
静
め
て
、
見
物
衆
、
申
楽
を
待

か
ね
て
、
数
万
人
の
心
一
同
に
、
遅
し
と
楽
屋
を
見
る
所
に
、
時
を
得

て
出
で
て
、
一
声
を
も
上
ぐ
れ
ば
、
や
が
て
座
敷
も
時
の
調
子
に
移
り

て
、
万
人
の
心
、
為
手
の
振
舞
に
和
合
し
て
、
し
み
�
�
と
な
れ
ば
、

な
に
と
す
る
も
、
そ
の
日
の
申
楽
は
は
や
良
し
。

神
事
や
貴
人
の
来
臨
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
演
能
に
お
い
て
、
観
客
席
が

静
ま
ら
な
い
と
き
は
、
ひ
た
す
ら
静
か
に
な
る
の
を
待
つ
。
観
客
が
能
の
始

ま
り
を
待
ち
わ
び
て
楽
屋
を
見
た
と
こ
ろ
へ
登
場
し
最
初
の
謡
を
謡
え
ば
、

観
客
の
心
を
と
ら
え
て
演
能
が
成
功
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
い
く
ら
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
ろ
う
と
も
都
合
よ
く
場
が

静
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
喧
噪
の
中
で
演
能
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
っ
た
。
続
く
記
事
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
り
な
が
ら
、
申
楽
は
、
貴
人
の
御
出
で
を
本
と
す
れ
ば
、
も
し
早
く

御
出
で
あ
る
時
は
、
や
が
て
始
め
ず
し
て
は
不
�叶
。
さ
る
程
に
、
見

物
衆
の
座
敷
い
ま
だ
定
ま
ら
ず
、
或
は
後
れ
馳
せ
な
ど
に
て
、
人
の
立

居
し
ど
ろ
に
し
て
、
万
人
の
心
、
い
ま
だ
能
に
な
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
左

右
な
く
し
み
�
�
と
な
る
事
な
し
。
さ
や
う
な
ら
む
時
の
脇
の
能
に
は
、

物
に
な
り
て
出
づ
る
と
も
、
日
頃
よ
り
色
々
と
振
り
を
も
つ
く
ろ
ひ
、

声
を
も
強
々
と
つ
か
ひ
、
足
踏
み
を
も
少
し
高
く
踏
み
、
立
ち
振
舞
ふ

風
情
を
も
、
人
の
目
に
立
つ
や
う
に
生
き
�
�
と
す
べ
し
。
こ
れ
、
座

敷
を
静
め
ん
た
め
な
り
。

そ
の
日
来
臨
す
る
貴
人
が
早
く
来
場
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
演
能
を
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
観
客
席
は
ま
だ
ざ
わ
つ
い
て
い
る
。
遅
れ
て
来
場
す
る

人
も
い
て
、
観
客
の
心
は
能
に
集
中
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時

の
「
脇
の
能
」
す
な
わ
ち
そ
の
日
の
最
初
の
出
し
物
で
は
、
日
頃
よ
り
も
「
振

り
」
や
声
、
足
踏
み
な
ど
を
全
体
に
派
手
に
し
て
目
立
つ
よ
う
に
し
、
観
客

席
を
静
め
る
よ
う
努
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
客
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
方
法
は
、
世
阿
弥
の
初
期

の
芸
論
に
お
い
て
は
、
上
演
が
始
ま
っ
て
か
ら
行
う
、
い
わ
ば
場
当
た
り
的

な
工
夫
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
応
永
十
年
代
半
ば
の
成
立
な
が
ら
前
掲
の

『
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
と
内
容
的
に
直
結
し
て
い
る
と
さ
れ
る
『
花
伝
第

七
別
紙
口
伝
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
つ
も
の
風
情
・
音
曲
な
れ
ば
、
「
さ
や
う
に
ぞ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」
と
、

人
の
思
い
慣
れ
た
る
所
を
、
さ
の
み
に
住
せ
ず
し
て
、
心
根
に
、
同
じ

振
り
な
が
ら
、
も
と
よ
り
は
軽
々
と
風
体
を
た
し
な
み
、
い
つ
も
の
音四
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こ
の
「
を
よ
そ
六
十
二
三
間
」
と
い
う
の
は
勧
進
芸
能
に
お
け
る
桟
敷
の

標
準
的
な
大
き
さ
で
あ
っ
た【
２
】。
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）
の
祇
園
御
旅

所
に
お
け
る
田
楽
新
座
の
勧
進
で
は
六
十
三
間
、
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）

の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
は
六
十
二
間
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
の
同
猿
楽
で

は
六
十
三
間
の
桟
敷
が
設
け
ら
れ
た
。
「
桟
敷
崩
れ
の
田
楽
」
と
し
て
有
名

な
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
六
月
十
一
日
の
勧
進
田
楽
の
場
合
も
、
『
太
平

記
』
巻
第
二
十
七
「
田
楽
事
付
長
講
見
物
事
」
に
描
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
「
わ

た
り
八
十
三
間
」
と
い
う
巨
大
な
も
の
だ
が
、
『
師
守
記
』
同
日
条
で
は
「
か

の
桟
敷
六
十
余
間
」
と
記
さ
れ
『
申
楽
談
儀
』
の
内
容
と
一
致
す
る
。

い
ま
一
尺
を
三
三
・
三
セ
ン
チ
と
し
「
間
の
広
き
事
、
五
尺
」
で
計
算
す

る
と
、
周
囲
は
一
〇
三
な
い
し
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
寛
正
五
年
糺
河

原
勧
進
猿
楽
の
舞
台
図
で
は
橋
懸
り
（
楽
屋
と
舞
台
を
つ
な
ぐ
通
路
）
が
舞

台
の
後
方
へ
延
び
て
お
り
、
観
客
席
は
舞
台
の
周
囲
三
方
を
取
り
囲
む
よ
う

に
造
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
お
よ
そ
円
周
の
四
分
の
三
と
考
え
る
と
、
直
径

四
四
な
い
し
四
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
申
楽
談
儀
』
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

然
れ
共
、
近
代
、
七
十
間
余
に
是
を
打
つ
。
是
は
、
見
聞
の
人
数
を
あ

ま
ね
く
寄
せ
ん
た
め
也
。
田
楽
喜
阿
は
、
五
十
四
間
よ
り
外
は
打
た
せ

ざ
り
し
也
。
是
は
、
声
か
な
は
ぬ
者
な
れ
ば
、
音
曲
を
よ
く
聞
せ
ん
が

た
め
也
。

こ
こ
で
は
二
種
類
の
桟
敷
の
大
き
さ
に
触
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
近
代
」

す
な
わ
ち
同
書
が
記
さ
れ
た
世
阿
弥
六
十
歳
の
応
永
二
十
九
年
以
後
で
は
、

大
勢
の
観
客
を
集
め
る
た
め
に
「
七
十
間
余
」
も
の
大
き
さ
で
造
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
『
太
平
記
』
の
記
述
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
巨
大

化
し
た
桟
敷
の
出
現
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
反
対
に
「
五
十
四
間
」
と
い

う
小
ぶ
り
な
桟
敷
を
造
っ
た
の
は
世
阿
弥
の
父
観
阿
弥
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ

る
田
楽
役
者
の
喜
阿
弥
（
正
し
く
は
亀
阿
弥
）
で
、
「
声
か
な
は
ぬ
者
」
す

な
わ
ち
声
量
の
少
な
い
役
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

『
申
楽
談
儀
』
に
よ
れ
ば
、
喜
阿
弥
は
「
音
曲
の
先
祖
」「
音
曲
能
斗
せ
し

也
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
謡
を
得
意
と
し
て
い
た
。
世
阿
弥
は
自
ら
が
能
の

芸
風
を
五
つ
に
分
類
し
た
「
五
位
」
に
あ
て
は
め
、
「
彼
喜
阿
、
五
位
の
声

風
真
中
の
位
」
と
評
し
て
い
る
。
「
声
風
」
と
は
「
声
と
い
つ
ぱ
、
縦
ひ
見

風
少
し
疎
か
な
り
と
も
、
音
感
心
耳
に
通
じ
、
曲
聞
の
瑞
風
、
数
人
の
感
を

成
す
」【
３
】と

い
い
、
視
覚
的
な
演
技
が
少
々
劣
っ
て
い
た
と
し
て
も
音
曲
で
観

客
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
芸
風
で
あ
る
。
そ
の
喜
阿
弥
が
世
阿
弥
十
二
歳
の

頃
か
ら
「
声
損
じ
初
む
る
と
申
也
。
一
謡
と
謡
い
届
く
る
こ
と
無
か
し
也
。

声
か
な
は
ず
し
て
、
し
づ
や
に
言
は
せ
て
、
そ
と
�
�
付
け
し
也
」
と
い
う

状
態
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
能
の
中
で
シ
テ
の
独
吟
部
分
で
あ
る「
一
謡
」

（
一
セ
イ
・
上
歌
な
ど
一
ま
と
ま
り
の
謡
）
を
謡
い
通
せ
ず
、
声
量
が
な
い

の
で
助
演
者
で
あ
る
「
し
づ
や
」
に
謡
わ
せ
、
自
分
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い

る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

大
き
な
桟
敷
を
造
営
し
て
行
う
演
能
は
役
者
に
と
っ
て
晴
れ
の
場
で
は
あ

【
２
】

以
下
、
能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』（
一
九
三
八
年
。
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

【
３
】

原
文
は
漢
文
体
。
引
用
は
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
の
読
み
下
し
文
を
用
い
た
。 三
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一
、
世
阿
弥
と
「
大
所
」

世
阿
弥
は
伝
書
の
中
で
、
演
能
の
場
を
「
大
所
」
と
そ
の
他
に
分
類
し
て

い
る
。

「
大
所
」
と
は
文
字
通
り
大
き
な
場
所
の
意
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し

て
貴
人
の
来
臨
す
る
「
貴
所
」
で
あ
り
、
「
目
利
き
」
が
多
く
集
う
「
大
事

の
能
」（
重
大
な
演
能
）
と
な
る
。
こ
う
し
た
場
で
成
功
を
収
め
る
者
が
「
上

手
」
で
あ
り
「
天
下
の
名
望
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
「
大
所
」
で
な
い
場
に
は
、
小
さ
な
場
所
で
あ
る
「
小
所
」
の
ほ

か
、
「
山
里
の
片
辺
」
や
「
遠
国
」
と
い
っ
た
「
田
舎
」
や
「
諸
社
の
祭
礼
」

（
い
な
か
）

が
あ
り
、
観
客
層
は
「
目
利
か
ず
」
も
し
く
は
「
ゐ
中
目
利
き
」
で
あ
る
。

世
阿
弥
が
志
向
し
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
大
所
」
で
の
成
功
で

あ
っ
た
。
上
演
に
対
す
る
姿
勢
も
、
「
大
事
の
能
」
で
は
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り

自
分
の
得
意
芸
を
見
せ
る
こ
と
に
努
め
る
一
方
、
「
小
所
・
片
辺
り
の
能
」

で
は
苦
手
な
芸
を
稽
古
す
る
機
会
と
考
え
る（『
花
伝
第
六
花
修
』）な
ど
全
く

異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
世
阿
弥
と
父
観
阿
弥
が
「
天
下
の
許
さ
れ
」
を
得
た
役

者
で
あ
っ
た
と
の
自
負
が
あ
る
。
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
も
し
く
は
前
年

の
応
安
七
年
、
観
阿
弥
が
京
都
今
熊
野
で
行
っ
た
演
能
に
、
十
八
歳
で
あ
っ

た
室
町
三
代
将
軍
義
満
が
初
め
て
来
臨
し
た
。
こ
れ
を
機
に
義
満
は
観
世
座

を
後
援
し
、
当
時
藤
若
と
称
し
た
少
年
世
阿
弥
を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。

大
和
の
地
に
て
他
の
猿
楽
座
と
と
も
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
観
阿
弥
の
一

座
は
、
京
都
で
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。

観
阿
弥
の
没
後
、
い
っ
た
ん
世
阿
弥
の
活
動
記
録
は
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、

三
十
七
歳
の
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）、京
都
一
条
竹
鼻
に
て
義
満
の
後
援
に

よ
る
三
日
間
の
勧
進
猿
楽
を
興
行
し
て
以
来
、
京
都
で
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し

く
な
る
。
父
子
二
代
で
表
舞
台
で
の
活
躍
を
果
た
し
、
観
世
座
は
名
実
と
も

に
大
和
の
猿
楽
か
ら
天
下
の
猿
楽
へ
と
華
麗
な
る
転
身
を
と
げ
た
。
そ
の
こ

と
に
対
す
る
世
阿
弥
の
自
負
は
、大
和
猿
楽
の
他
の
役
者
を「
田
舎
の
風
体
」

「
つ
ゐ
に
出
世
な
し
。
京
中
の
勧
進
に
も
、
将
軍
家
御
成
な
し
」（『
申
楽
談

儀
』）と
卑
下
し
て
い
る
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

将
軍
の
後
援
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
名
誉
の
問
題
で
は
な
く
、

将
軍
家
お
よ
び
大
名
家
に
お
け
る
演
能
や
座
敷
芸
に
対
す
る
報
酬
、
将
軍
の

機
嫌
を
取
る
意
味
で
の
諸
大
名
か
ら
の
進
物
、
さ
ら
に
将
軍
の
後
援
に
よ
る

大
規
模
な
勧
進
能
の
興
行
な
ど
、
収
入
面
で
莫
大
な
利
益
を
得
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
。
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
い
っ
た
ん
都
で
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
か

ら
に
は
、
貴
人
の
来
臨
す
る
「
大
所
」
で
の
演
能
を
成
功
さ
せ
続
け
る
こ
と

こ
そ
至
上
課
題
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
「
大
所
」
で
の
演
能
は
、
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る
貴
人
に
対
す
る

配
慮
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
大
き
な
場
所
ゆ
え
に
生
じ
る
様
々
な
問
題
と
向
き

合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
演
能
の
場
が
大
き
く
な
っ
た
こ

と
で
観
客
に
役
者
の
声
が
届
き
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
大
所
」

で
の
演
能
で
あ
る
大
規
模
な
勧
進
能
の
桟
敷
に
つ
い
て
、
『
申
楽
談
儀
』
は

次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、
勧
進
の
桟
敷
数
、
を
よ
そ
六
十
二
三
間
也
。
間
の
広
き
事
、
五
尺

也
。

二
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は
じ
め
に

現
代
の
能
舞
台
は
、
能
楽
堂
、
す
な
わ
ち
音
響
に
配
慮
さ
れ
た
大
き
な
建

物
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
。
野
外
で
上
演
さ
れ
る
場
合
も
、
拡
声
器
等
の
設

備
を
用
い
て
観
客
に
声
が
届
く
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
以

前
は
能
や
狂
言
は
常
に
屋
外
で
演
じ
ら
れ
、
役
者
の
声
は
風
や
湿
度
と
い
っ

た
自
然
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
拡
散
し
、
観
客
ま
で
届
く
こ
と
が
困
難

で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
観
客
も
ま
た
、
素
直
に
謡
に
耳
を
傾
け
る
者
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

能
の
大
成
者
で
あ
る
世
阿
弥
（
一
三
六
三
？
〜
一
四
四
三
？
）
の
少
年
期
、

父
観
阿
弥
の
演
能
を
三
代
将
軍
義
満
が
鑑
賞
し
、
貴
人
来
臨
の
嚆
矢
と
な
っ

た
。
場
所
の
規
模
も
心
構
え
も
大
き
な
演
能
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同

事
に
大
き
く
な
っ
た
観
客
の
ざ
わ
め
き
と
対
峙
し
て
、
世
阿
弥
は
い
か
な
る

対
応
策
を
練
っ
た
か
。
伝
書
の
記
述
を
た
ど
り
つ
つ
考
察
し
た
い
。

な
お
、
引
用
は
表
章
校
訂
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
五
年
）
に
拠
り【
１
】、

語
句
の
解
釈
等
も
同
書
の
頭
注
等
を
参
照
し

た
。

世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る

ざ
わ
め
く
観
客
と
の
対
峙

当
座
の
工
夫
か
ら
新
た
な
能
作
へ

Z
eam
i’s
P
rospects

on
C
onfronting

N
oisy

A
udiences

A
n
Im
m
ediate

D
evising

E
xtends

to
a
N
ew
P
lay

【
１
】

引
用
に
あ
た
り
底
本
と
校
合
本
を
区
別
す
る
〔

〕
等
の
記
号
を
外
し
た
。
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