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に
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1
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一
、
は
じ
め
に

世
阿
弥
の
修
羅
能
を
云
々
す
る
場
合
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
抵
ど
言
及
さ
れ
る
の
が
「
風
姿
花
伝
』
第
二
篇
[
物
学
条
々
〕
の
「
修
羅
」
の

条
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
ま
ず
、
「
こ
れ
ま
た
一
体
の
物
な
り
。
よ
く
す
れ
ど
も
、
面
白
き
所
稀
な
り
。
さ
の
み
に
は
す
ま
じ
き
也
」
と
、
「
修

羅
」
が
物
ま
ね
の
一
類
型
と
は
な
る
も
の
の
、
上
手
に
演
じ
て
も
「
面
白
き
一
昨
」
が
稀
な
の
で
あ
ま
り
演
じ
な
い
方
が
よ
い
と
い
っ
た
、
修
羅

物
の
ジ
レ
ン
マ
と
も
い
う
べ
き
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鬼
が
か
り
の
修
羅
が
主
流
だ
っ
た
古
修
羅
に
も
と
づ
く
見
解
と
克
る
の
が
一

般
的
で
、
そ
の
意
昧
で
は
世
阿
弥
の
修
羅
能
と
は
直
接
的
に
は
関
係
が
な
か
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
修
羅
」
を
演
じ
よ
う
と
す
る
演
者

を
し
て
、
一
瞬
消
極
的
な
姿
勢
に
と
ど
ま
ら
せ
る
芸
論
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
「
修
羅
」
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
脱
す

る
突
破
口
を
、
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
で
提
示
し
て
お
り
、
彼
の
修
羅
能
を
理
解
す
る
う
え
で
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
た
面
白
し
。
こ
れ
、
こ
と
に
花

や
か
な
る
所
あ
り
た
し
。

39 

す
な
わ
ち
、
前
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
や
平
家
な
ど
の
名
高
い
武
将
の
事
を
、
風
雅
な
花
鳥
風
月
な
ど
と
関
連
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づ
け
て
う
ま
く
作
り
、
そ
の
作
品
と
し
て
の
出
来
が
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
「
何
よ
り
も
面
白
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
ま

り
演
じ
な
い
方
が
よ
い
も
の
か
ら
「
何
よ
り
も
面
白
」
き
も
の
へ
と
、
そ
の
評
価
に
お
け
る
急
激
な
転
換
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
急
転
に
は
、
「
源

平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
」
と
い
う
条
件
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ

う
。
た
だ
、
源
平
の
名
将
を
素
材
と
し
た
作
能
に
関
し
て
は
、
吋
三
道
〕
の
(
一
二
一
体
作
番
条
々
〕
に
、
「
源
平
の
名
将
の
人
体
の
本
説
な
ら
ば
、

こ
と
に
こ
と
に
平
家
の
物
語
の
ま
ま
に
書
く
べ
し
」
と
、
つ
平
家
の
物
語
の
ま
ま
に
響
く
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
世
阿
弥
み
ず
か
ら
も

恋
意
に
よ
る
創
作
よ
り
は
「
平
家
物
語
」
に
あ
る
素
材
を
十
分
生
か
す
作
能
方
法
を
と
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
平
家

物
語
」
の
中
に
搭
か
れ
て
い
る
花
鳥
風
月
関
係
の
武
将
の
話
は
、
「
花
鳥
嵐
月
に
作
り
寄
せ
」
る
た
め
の
良
き
素
材
と
な
り
、
こ
れ
を
う
ま
く

生
か
し
て
作
っ
た
作
品
の
出
来
が
「
よ
け
れ
ば
」
、
「
何
よ
り
も
面
白
」
き
「
修
羅
」
に
な
る
、
と
い
う
の
が
世
阿
弥
の
「
修
羅
」
観
で
あ
る
と

見
て
よ
い
。

こ
こ
で
「
能
よ
け
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
の
「
よ
」
き
能
に
関
し
て
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
で
も
具
体
的
に
偲
を
意
味
す
る
か
が
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
こ
れ
の
理
解
に
近
づ
く
た
め
の
一
つ
の
糸
口
を
、
後
文
の
「
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」
か
ら
探
れ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
「
こ
れ
、
こ
と
に
:
・
あ
り
た
し
」
と
、
強
い
願
望
の
構
文
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
「
花
や
か
な
る
所
」
が
、
「
よ
」
き
能
へ
の
具
体
的

な
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
作
品
の
中
に
う
ま
く
織
り
込
ま
れ
れ
ば
、
「
よ
」
き
修
羅
能
に
な
り
、
こ

う
し
て
「
能
よ
け
れ
ば
」
そ
の
修
羅
能
は
「
何
よ
り
も
面
白
」
き
も
の
に
な
る
、
と
い
う
の
が
前
掲
引
用
文
の
意
味
と
と
れ
よ
う
。
た
だ
、
こ

こ
で
「
花
や
か
な
る
所
」
の
意
味
が
な
お
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
が
問
題
と
し
て
残
る
。
が
、
こ
の
笛
所
が
物
ま
ね
関
係
の
〔
物
学
条
々
〕
の

一
部
で
あ
る
だ
け
に
、
主
と
し
て
演
能
上
の
こ
と
を
さ
す
も
の
と
見
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
花
や
か
な
る
所
」
の
く
だ
り
が
作
能

に
関
す
る
芸
論
の
「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
」
の
後
文
で
あ
り
、
「
一
切
の
事
に
、
相
応
な
く
ば
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
」
(
花

伝
第
六
、
花
修
云
)
と
諸
要
素
の
釣
り
合
い
を
「
成
就
」
の
基
本
要
件
と
定
め
て
い
る
世
間
弥
の
考
え
方
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
花
や
か
な
る
所
」

を
、
認
章
に
お
け
る
「
花
」
的
な
と
こ
ろ
の
意
と
と
る
こ
と
も
可
能
と
思
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
謡
曲
「
実
盛
」
を
世
間
川
弥
能
楽
論
に
お

け
る
「
花
」
の
開
花
論
に
照
ら
す
か
た
ち
で
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
花
や
か
な
る
所
」
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
よ
」

く
て
「
何
よ
り
も
面
白
」
き
修
羅
能
た
ら
し
め
る
一
つ
の
重
要
な
鍵
で
あ
る
「
花
や
か
な
る
所
」
の
宮
室
詮
の
詞
章
に
お
け
る
有
り
ょ
う
を
、

世
阿
弥
の
説
く
「
花
」
開
花
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
「
実
盛
」
の
理
解
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
、
世
間
弥
の
説
く
「
花
」
の
意
味
と
そ
の
開
花
の
方
法

l
i
吋
風
姿
花
伝
」
を
中
心
に

「
実
盛
」
の
分
析
に
入
る
前
に
ま
ず
、
彼
の
能
楽
論
に
説
か
れ
て
い
る
「
花
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

世
阿
弥
が
生
涯
に
わ
た
り
追
求
し
つ
、
つ
け
た
中
心
課
題
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
花
」
の
開
花
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
乙
の

「
花
」
の
意
味
は
、
能
の
魅
力
、
も
し
く
は
能
役
者
が
観
客
に
与
え
る
感
動
と
な
ろ
う
が
、
吋
風
姿
花
伝
」
第
七
の
[
別
紙
口
伝
〕
に
は
、
「
花

と
面
白
き
と
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
向
じ
心
な
り
」
と
、
「
花
」
が
面
白
さ
や
珍
し
さ
等
と
も
同
意
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

「
花
」
の
意
味
の
解
明
に
少
な
か
ら
ざ
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
世
間
弥
能
の
理
想
で
あ
る
「
花
」
が
「
面

白
さ
」
や
「
珍
し
さ
」
に
よ
っ
て
咲
く
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
花
・
面
白
さ
・
珍
し
さ
の
相
関
関
係
を
克
明
に
表
し
て
い
る
の
は
、
「
鬼
」
の
物
ま
ね
と
絡
ま
せ
て
説
い
た
次
の
よ
う
な
芸
論
で
あ
ろ
う
。

物
数
を
尽
く
し
て
、
鬼
を
ば
め
づ
ら
し
く
し
出
だ
し
た
ら
ん
は
、
め
づ
ら
し
き
所
花
な
る
べ
き
ほ
ど
に
、
面
白
か
る
べ
し
。
(
別
紙
口
伝
)

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
能
を
演
じ
尽
く
し
た
後
、
鬼
の
演
技
を
ご
く
稀
に
見
せ
た
場
合
に
、
稀
だ
と
い
う
「
珍
し
さ
」
が
「
花
」
と
な
り
、
そ
れ

が
観
客
に
「
面
白
さ
」
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
芸
論
の
後
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
補
足
も
付
け
加
え
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

花
と
い
ふ
は
、
余
の
風
体
を
残
さ
ず
し
て
、
幽
玄
至
極
の
上
手
と
人
の
忠
ひ
慣
れ
た
る
所
に
、
思
ひ
の
外
に
鬼
を
す
れ
ば
、
め
づ
ら
し
く

見
ゆ
る
る
所
、
こ
れ
花
な
り
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
鬼
」
以
外
の
能
の
数
々
を
残
さ
ず
演
じ
、
「
あ
の
役
者
は
幽
玄
無
上
の
上
手
だ
」
と
観
客
が
思
い
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、

意
外
に
も
「
鬼
」
を
演
じ
て
見
せ
る
と
、
観
客
の
自
に
も
「
珍
し
」
く
見
え
、
そ
れ
が
「
花
」
の
開
花
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
右
の
傍
線
部
の
「
思
ひ
の
外
」
で
、
こ
れ
が
「
珍
し
さ
」
「
面
白
さ
」
か
ら
「
花
」
へ
と
つ
な
が
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
す
る
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
忠
ひ
の
外
」
と
い
う
意
外
性
の
効
果
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
〔
別
紙
口
伝
〕
に
、
「
弓
矢
の
道
の
手
立
に
も
、
名
将
の
案
・
計
ら
ひ
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に
て
、
思
ひ
の
外
な
る
手
立
に
て
、
強
敵
に
も
勝
つ
事
あ
り
。
こ
れ
、
負
く
る
方
の
た
め
に
は
、
め
づ
ら
し
き
理
に
化
か
さ
れ
て
破
ら
る
る
に

て
は
あ
ら
ず
や
」
と
、
「
強
敵
に
も
勝
つ
」
こ
と
が
で
き
る
手
立
て
と
し
て
そ
の
効
用
が
実
戦
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
負
け
た

側
と
し
て
は
、
そ
の
「
思
ひ
の
外
」
の
効
果
た
る
「
め
づ
ら
し
き
理
」
に
惑
わ
さ
れ
て
負
け
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
せ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
意
外
性
の
効
果
に
関
し
て
は
、
「
人
の
心
に
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
感
を
催
す
手
立
、
こ
れ
花
な
り
」
〔
別
紙
口
伝
〕
と
、
予
期
し
て
い
な
い
た
め

の
感
動
を
催
さ
し
め
る
や
り
方
が
「
花
」
と
査
結
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
尽
き
よ
う
。
効
果
が
さ
し
も
大
き
い
の
で
、
こ
の
「
思
ひ
の
外
な
る

手
立
」
は
重
大
な
晴
れ
の
猿
楽
の
場
に
も
適
用
さ
れ
、

大
事
の
申
楽
の
呂
、
手
立
を
変
へ
て
、
得
手
の
能
を
し
て
、
せ
い
れ
い
を
出
だ
せ
ば
、
こ
れ
ま
た
、
見
る
人
の
思
ひ
の
外
な
る
心
出
で
来

れ
ば
、
肝
要
の
立
合
、
大
事
の
勝
負
に
、
定
め
て
勝
つ
事
あ
り
。
こ
れ
、
め
づ
ら
し
き
大
用
な
り
。
(
別
紙
口
伝
〕

と
、
や
り
方
に
変
化
を
加
え
て
う
ま
く
す
れ
ば
、
観
客
を
し
て
意
外
感
(
「
思
ひ
の
外
な
る
心
」
)
を
わ
き
起
こ
ら
せ
、
重
要
な
競
演
で
の
靖
れ

の
勝
負
に
必
ず
勝
利
を
得
る
も
の
と
、
「
め
づ
ら
し
き
大
用
」

(
H
珍
し
さ
の
道
理
の
大
き
な
効
果
)
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
乙
で
見
逃
せ
な
い

と
思
う
の
は
右
の
傍
線
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
外
性
の
効
用
を
得
る
た
め
の
仕
組
み
作
り
の
基
本
は
「
変
化
」
の
工
夫
に
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
「
変
化
」
の
工
夫
に
よ
る
効
用
に
関
し
て
は
、
〔
別
紙
口
伝
〕
の
、
「
め
づ
ら
し
く
替
ふ
る
や
う
な
ら
ん
ず
る
宛
て
が
ひ
を
持
つ

べ
し
。
こ
れ
は
、
大
き
な
る
安
位
な
り
」
と
い
う
く
だ
り
に
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
曲
で
も
演
出
を
変
え
た
り
し
て
、
い
つ
も
珍
し

さ
を
保
つ
よ
う
に
す
る
配
慮
が
必
要
で
、
こ
う
す
る
の
が
「
大
き
な
る
安
位
」

(
H
効
果
絶
大
な
方
法
)
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
六
篇
の
〔
花
移
云
〕
に
も
、
「
た
と
ひ
悪
き
能
も
、
め
づ
ら
し
く
し
替
へ
し
替
へ
色
ど
れ
ば
、
面
白
く
見
ゆ
べ
し
」
と
、
「
珍
し
く
て

面
白
」
き
「
花
」
の
開
花
に
は
た
ら
く
「
変
化
」
の
効
用
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
「
変
化
」
の
工
夫
に
よ
る
「
花
」
開
花
論
と
相
通
じ
て
い
る
も
の
に
は
、
「
住
せ
ぬ
理
」
論
や
「
秘
す
る
花
」
論
等
が
あ
る
。

ま
ず
「
住
せ
ぬ
理
」
に
関
し
て
は
、
〔
関
紙
口
伝
〕
の
冒
頭
に
、
「
い
づ
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
。
散
る
ゆ
ゑ
に
よ
り
て
、
咲
く
頃
あ
れ
ば

め
づ
ら
し
き
な
り
。
能
も
、
住
す
る
一
昨
な
き
を
、
ま
づ
花
と
知
る
べ
し
。
住
せ
ず
し
て
、
余
の
風
体
に
移
れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
な
り
」
と
、
「
住

せ
ず
」
、
す
な
わ
ち
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
変
化
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
珍
し
き
」
感
を
得
ら
れ
る
効
用
が
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
〔
別
紙
口

伝
〕
の
後
半
部
に
も
、
「
怒
れ
る
に
柔
か
な
る
心
を
持
つ
事
、
め
づ
ら
し
き
理
な
り
。
ま
た
、
幽
玄
の
物
ま
ね
に
強
き
理
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
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こ
れ
、
一
切
、
舞
・
は
た
ら
き
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
る
事
に
住
せ
ぬ
理
な
り
」
と
、
怒
る
と
い
っ
た
強
い
演
技
に
柔
和
な
心
を
持
ち
、
美
し
き

演
技
の
時
に
強
き
心
を
持
つ
と
い
う
ふ
う
に
、
演
技
の
性
格
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
対
応
と
し
て
、
、
心
持
ち
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
を
説

い
て
い
る
。

ま
た
、
「
秘
す
る
花
」
論
の
方
を
克
て
み
る
と
、
同
じ
く
〔
別
紙
口
伝
〕
に
、
「
人
に
油
断
を
さ
せ
て
勝
つ
事
を
得
る
は
、
め
づ
ら
し
き
理
の

大
用
な
る
に
て
は
あ
ら
ず
や
。
さ
る
ほ
ど
に
我
が
家
の
秘
事
と
て
、
人
に
知
ら
せ
ぬ
を
以
て
、
生
涯
の
主
に
な
る
花
と
す
。
秘
す
れ
ば
花
、
秘

せ
ね
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
き
、
観
客
に
油
断
を
さ
せ
て
「
花
」
を
勝
ち
と
る
こ
と
の
大
き
な
効
用
(
「
大
用
」
)
を
「
秘
す
れ
ば
花
、
秘

せ
ね
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
結
論
山
つ
け
て
い
る
。
前
の
「
住
せ
ぬ
理
」
の
理
論
が
演
技
そ
の
も
の
に
「
変
化
」
を
加
え
て
獲
得
す
る
「
花
」

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
秘
す
る
花
」
論
の
方
は
、
演
技
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
る
よ
り
は
、
「
秘
す
る
」
と
い
う
秘
事
そ
の
も
の
の
効
果
を

説
い
て
い
る
と
い
う
点
で
や
や
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
「
秘
す
る
」
事
の
特
牲
に
関
し
て
世
間
弥
も
、
「
秘
事
と
い
ふ

事
を
あ
ら
は
せ
ば
、
さ
せ
る
事
に
で
も
な
き
も
の
な
り
」
〔
別
紙
口
伝
〕
と
、
そ
れ
が
秘
事
で
な
く
な
っ
た
時
点
に
お
け
る
無
用
さ
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
前
の
「
住
せ
ぬ
理
」
論
に
せ
よ
、
こ
の
「
秘
す
る
花
」
論
に
せ
よ
、
「
思
ひ
の
外
」
と
い
う
意
外
性
の
効
用
を
狙
っ
た
「
変
化
」

の
工
夫
に
も
と
、
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
が
あ
る
ま
い
。

以
上
は
主
に
役
者
個
人
に
お
け
る
演
技
上
の
「
変
化
」
の
工
夫
と
言
え
る
が
、
演
技
す
る
対
象
に
お
い
て
も
同
様
な
構
造
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
風
姿
花
伝
」
第
二
篇
〔
物
学
条
々
〕
の
「
老
人
」
の
条
を
見
る
と
、
「
お
よ
そ
、
老
人
の
立
ち
振
舞
、
老
い
ぬ
れ
ば

と
て
、
腰
膝
を
か
が
め
、
身
を
つ
む
れ
ば
、
花
失
せ
て
、
古
様
に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
一
昨
稀
な
り
」
と
、
老
い
た
か
ら
と

い
っ
て
、
腰
を
ま
げ
、
膝
を
か
が
め
、
身
を
ち
ぢ
め
で
は
、
「
花
」
は
な
く
な
り
、
「
面
自
さ
」
も
乏
し
く
な
る
と
指
摘
し
、
そ
の
望
ま
し
い
演

じ
方
と
し
て
は
、
「
大
か
た
、
い
か
に
も
い
か
に
も
そ
ぞ
ろ
か
で
、
し
と
や
か
に
立
ち
振
舞
ふ
べ
し
」
と
、
し
ま
り
が
な
く
な
る
こ
と
を
極
力

警
戒
し
な
が
ら
静
々
と
演
技
す
る
方
を
良
し
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
老
人
の
物
ま
ね
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
老
人
ら
し
き
姿
だ
け
を
ま
ね
て

は
面
白
く
な
く
、
そ
れ
で
は
「
花
」
は
咲
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〔
別
紙
口
伝
〕
に
お
い
て
も
、
「
善
悪
、
老
し
た
る
風
情
を
ば

心
に
か
け
ま
じ
き
な
り
」
と
、
ど
ん
な
場
合
で
も
老
人
ら
し
い
振
る
舞
い
を
心
が
け
て
は
な
ら
な
い
と
、
前
と
同
じ
よ
う
に
老
い
た
様
子
の
み

を
ま
ね
る
演
技
は
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
年
寄
り
の
心
に
は
、
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
も
の
な
り
」
と
い
う

老
人
の
若
や
ぎ
た
い
心
理
に
自
を
つ
け
、
「
年
寄
り
の
若
振
舞
、
め
づ
ら
し
き
理
な
り
。
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
と
、
む
し
ろ
積
極

的
に
「
若
振
舞
」
を
勧
め
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、
そ
う
し
た
「
年
寄
り
の
若
振
舞
」
に
「
め
ず
ら
し
き
理
」
が
あ
る
と
見
、
こ
う
し
た
一
種
の
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替
わ
り
芸
的
な
「
変
化
」
の
工
夫
に
「
老
木
の
花
」
と
い
っ
た
窮
極
の
「
花
」
を
咲
か
せ
る
条
件
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
鬼
」
の
演
技
に
関
す
る
「
巌
の
花
」
論
に
お
い
て
も
伺
様
の
構
造
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
、
よ
く
学
べ
ば
恐
ろ
し
き
あ
ひ
だ
、
面
白
き
所
さ
ら
に
な
し
。
(
中
略
)
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
面
白
か
る
ま
じ
き
道

理
あ
り
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と
は
、
黒
白
の
違
ひ
な
り
。
さ
れ
ば
、
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、

極
め
た
る
上
手
と
も
申
す
べ
き
か
。
(
中
略
)
鬼
の
面
白
か
ら
ん
た
し
な
み
、
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
。
(
第
二
篇
、
物
学
条
々
)

つ
ま
り
、
「
恐
ろ
し
き
所
」
が
「
本
意
」
で
あ
る
鬼
の
物
ま
ね
に
は
、
よ
く
ま
ね
る
ほ
ど
面
白
く
な
く
な
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
こ
れ

を
面
白
く
演
じ
得
る
役
者
は
巌
に
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
な
「
極
め
た
る
上
手
」
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
恐
ろ
し
い
だ
け
の
鬼
の
イ
メ
ー
ジ

に
「
変
化
」
の
工
夫
を
加
え
、
「
黒
白
の
遠
ひ
」
を
克
服
し
た
「
面
白
き
花
」
を
咲
か
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
最
高
の
芸
位
と
認
め
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
理
屈
か
ら
す
れ
ば
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
「
修
羅
」
の
物
ま
ね
論
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
ま
ね
る
対
象
に
恐
ろ
し
い
側
面
が
あ
る
た
め
、
よ
く
ま
ね
て
上
手
に
演
じ
て
も
「
面
白
き
所
稀
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
い
う
面
で

は
右
の
「
鬼
」
の
場
合
と
「
修
羅
」
の
物
ま
ね
論
は
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
文
の
後
に
「
こ
れ
体
な
る
修
羅
の
狂
ひ
、
や
や
も
す
れ
ば
鬼
の
振

舞
に
な
る
な
り
」
と
、
修
羅
の
武
人
の
は
げ
し
い
動
作
が
や
や
も
す
れ
ば
「
鬼
の
振
舞
」
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
注
意
が
続
く
の
は
、
そ
れ
だ

け
こ
の
「
修
羅
」
と
「
鬼
」
の
演
技
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
他
な
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
修
羅
」
論
の
末
尾

の
「
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」
は
、
「
鬼
」
の
物
ま
ね
に
お
け
る
「
巌
の
花
」
の
よ
う
に
、
怖
じ
気
立
た
せ
る
「
修
羅
」
の

素
材
で
あ
る
だ
け
に
「
花
や
か
な
る
所
」
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
注
文
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
晃
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
素
材
に
よ
る
こ
わ
ば
っ

た
雰
囲
気
の
中
に
「
花
や
か
な
る
所
」
が
存
す
る
意
外
さ
に
、
成
功
の
鍵
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
末
尾
部
は
物
語
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
た
だ
、

前
の
「
鬼
」
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
こ
こ
に
は
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
、
も
と
も
と
「
面
白
き
所
稀
」
な
「
武
」
の
世
界
に
「
花

鳥
風
月
」
の
「
文
」
的
な
素
材
を
接
ぎ
木
す
る
と
い
う
「
変
化
」
の
工
夫
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
に
値
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。



一
、
辺
夫
盛
」
の
前
シ
テ
の
妄
執

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
能
楽
論
に
お
け
る
「
変
化
」
の
工
夫
は
、
い
ず
れ
の
世
間
弥
の
修
羅
能
作
に
お
い
て
も
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い

る
と
見
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
謡
曲
「
実
盛
」
の
シ
テ
像
は
、
そ
れ
を
確
認
で
き
る
よ
い
例
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
大
盛
」
の
シ
テ
像
は
、
「
平
家
物
語
」
に
お
い
て
、
若
武
者
に
対
す
る
老
武
者
と
し
て
の
負
け
ん
気
で
震
や
援
を
黒
く
染
め
て
戦
場
に
臨
ん

だ
と
さ
れ
る
斉
藤
実
盛
の
姿
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
人
物
像
は
、
吋
風
姿
花
伝
」
に
世
阿
弥
の
説
く
、
「
年
寄
り
の
心
に
は
、
何
事
を
も
若

く
し
た
が
る
も
の
」
〔
別
紙
口
伝
〕
と
い
う
老
人
の
若
や
ぎ
た
い
心
理
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
「
年
寄
り
の
若
振
舞
、
め
づ
ら
し
き
理
な
り
。

老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
(
間
前
)
と
述
べ
た
よ
う
に
、
「
め
づ
ら
し
き
理
」
に
よ
る
「
老
木
の
花
」
の
開
花
を
は
か
れ
る
好
都
合
の
素

材
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
以
下
、
作
品
の
展
開
に
沿
っ
て
謡
曲
「
実
盛
」
に
お
け
る
「
花
」
的
な
と
こ
ろ
を
探
り
、
世
阿
弥
が
修
羅
能
に

お
い
て
「
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」
と
求
め
た
「
花
や
か
な
る
所
」
が
、
こ
の
「
実
盛
」
の
詞
章
に
は
い
か
な
る
か
た
ち
で

表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

前
場
が
始
ま
る
と
ま
ず
ワ
キ
が
登
場
す
る
。
こ
の
ワ
キ
は
加
賀
の
国
篠
原
で
遊
行
中
の
時
宗
の
上
人
で
あ
る
が
、
彼
は
曲
の
冒
頭
に
、
念
仏

す
る
衆
生
に
対
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
「
摂
取
不
捨
」
の
誓
願
を
説
く
。
前
シ
テ
の
老
人
は
ご
う
し
た
ワ
キ
の
台
詞
を
受
け
る
か
た
ち
で
登
場
す

る
。
ワ
キ
の
台
詞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
老
人
は
彼
の
法
要
の
場
に
毎
日
来
て
耳
を
傾
け
て
お
り
、
そ
の
姿
は
他
人
の
自
に
は
見
え
ず
、
上
人
の
自

に
の
み
見
え
る
と
言
う
。
文
脈
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
姿
だ
け
で
な
く
声
も
同
じ
く
他
人
に
は
聞
こ
え
な
い
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
解
せ

る
。
上
人
は
そ
う
し
た
彼
の
正
体
が
知
り
た
く
名
を
名
の
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
老
人
は
、
「
名
も
あ
ら
ば
こ
そ
名
の
り
も
せ
め
」
と
、

名
の
る
こ
と
を
拒
否
し
、

老
い
の
幸
ひ
身
に
越
え
、
喜
び
の
涙
扶
に
余
る
、
き
れ
ば
こ
の
身
な
が
ら
、
安
楽
園
に
生
ま
る
る
か
と
、
無
比
の
歓
喜
を
な
す
と
こ
ろ
に
、

輪
廻
妄
執
の
閤
浮
の
名
を
、
ま
た
改
め
て
名
の
ら
ん
こ
と
口
惜
し
う
こ
そ
候
へ
。
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と
、
説
法
の
庭
に
め
ぐ
り
会
え
た
喜
び
と
極
楽
往
生
へ
の
期
待
感
に
満
ち
て
い
る
の
に
、
ワ
キ
に
「
輪
廻
妄
執
の
盟
浮
の
名
」
を
名
の
ら
せ
ら

れ
た
の
は
不
本
意
だ
と
す
こ
ぶ
る
残
念
が
る
。
老
人
は
お
の
れ
の
「
閣
浮
の
名
」
を
「
妄
執
」
の
も
と
と
自
ら
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
彼
の
執

A
斗
&
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心
は
、
こ
の
「
名
」
に
絡
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
老
人
が
夢
見
て
い
る
極
楽
往
生
は
機
悔
な
く
し
て
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
し
て
や
そ
の
機
構
の
第
一
歩
と
も
言
え
る
名
の
告
白
を
拒
否
し
て
い
て
は
、
救
い
の
方
向
へ
は
所
詮
進
め
ま
い
。
ワ
キ
の
上
人
は
、

老
人
の
処
し
て
い
る
こ
う
し
た
事
情
を
察
知
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
「
げ
に
げ
に
翁
の
申
す
所
理
至
極
せ
り
、
さ
り
な
が
ら
ひ
と
つ
は
機
悔

の
回
心
と
も
な
る
べ
し
、
た
だ
お
こ
と
の
名
を
名
の
り
候
へ
」
と
、
名
の
告
白
が
「
機
悔
の
居
心
」
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
と
口
説
く
。

名
の
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
老
人
は
観
念
し
て
、
ま
わ
り
の
他
人
を
退
け
る
こ
と
を
求
め
、
こ
っ
そ
り
と
上
人
に
の
み
名
の
ろ
う
と
す
る
。

上
人
以
外
の
他
人
に
は
姿
も
声
も
見
開
き
で
き
な
い
は
ず
な
の
に
、
こ
う
も
他
人
の
耳
目
を
気
に
し
て
い
る
態
度
か
ら
は
、
名
(
日
名
誉
)
に

対
す
る
極
端
な
こ
だ
わ
り
ぶ
り
が
読
み
と
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
老
人
は
自
ら
の
名
を
告
白
す
る
に
至
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
告
白
に

は
彼
の
執
心
の
有
り
ょ
う
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
注
意
さ
れ
る
。

老
人
は
、
「
昔
長
井
の
斉
藤
別
当
実
盛
は
、
こ
の
篠
原
の
合
戦
に
討
た
れ
ぬ
」
と
、
実
盛
の
討
た
れ
た
地
を
明
か
す
言
葉
で
名
乗
り
を
始
め

る
。
そ
し
て
、
「
そ
の
実
盛
は
、
こ
の
お
ん
前
の
池
水
に
て
繋
嶺
を
洗
は
れ
し
と
な
り
、
さ
れ
ば
そ
の
執
心
残
り
け
る
か
、
今
も
こ
の
あ
た
り

の
人
に
は
幻
の
ご
と
く
見
ゆ
る
と
申
し
候
」
と
、
執
心
の
た
め
今
も
幽
霊
と
な
っ
て
幻
の
よ
う
な
姿
を
現
す
こ
と
を
第
三
者
の
事
の
よ
う
に
語

る
。
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
と
思
う
の
は
、
今
も
幻
の
よ
う
な
姿
を
現
す
の
は
執
心
が
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
執
心
の
元
は
、
「
池
水

に
て
饗
壌
を
洗
は
れ
し
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
円
平
家
物
語
」
の
実
盛
死
後
の
首
実
検
の
話
に
も

と
納
つ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
話
の
テ

i
マ
は
、
老
武
者
と
し
て
の
名
誉
を
貫
こ
う
と
し
て
蟹
揺
を
黒
く
染
め
た
が
、
敵
に

首
洗
い
を
さ
れ
て
そ
の
老
い
が
暴
か
れ
、
不
名
誉
な
名
が
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
恥
辱
的
な
首
洗
い
の
事
件
は
、

「
平
家
物
語
〕
の
実
盛
最
期
の
場
面
に
お
い
て
、
攻
め
か
か
っ
て
き
た
手
塚
太
郎
光
盛
に
、
「
存
ず
る
む
ね
が
あ
れ
ば
名
の
る
ま
じ
い
ぞ
」
(
党

一
本
)
と
言
っ
て
名
を
惜
し
ん
だ
実
盛
像
か
ら
す
れ
ば
、
不
名
誉
き
わ
ま
る
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
よ
っ
て
、
謡
曲
「
実
盛
」
に
お

い
て
、
「
輪
廻
妄
執
の
題
浮
の
名
」
と
言
っ
て
名
の
る
こ
と
を
拒
み
、
ワ
キ
の
上
人
に
口
説
か
れ
て
名
を
告
白
す
る
に
至
っ
て
さ
え
も
、
他
人

に
知
ら
れ
る
の
を
極
力
は
ば
か
る
人
物
造
型
は
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
に
お
け
る
執
心
の
在
り
か
を
、
老
武
者
と
し
て
の
「
名
(
村
名
誉
こ

に
据
え
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
世
間
弥
夢
幻
能
に
お
け
る
一
つ
の
決
ま
り
に
、
そ
の
主
人
公
の
亡
霊
が
執
心

の
ゆ
か
り
の
地
に
出
没
す
る
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
の
「
実
盛
」
の
シ
テ
の
幽
霊
の
場
合
も
、
お
の
れ
の
蓄
が
洗
わ
れ
た
篠
原
の
池
に
出
、
浸
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
執
心
の
在
り
か
が
推
し
は
か
れ
て
余
り
あ
ろ
う
。
実
盛
の
幽
霊
は
首
洗
い
の
事
件
で
損
な
わ
れ
た
お
の
れ
の
名
誉

に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
喪
失
感
に
忍
び
が
た
く
て
妄
執
を
抱
い
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

-213ー



ま
だ
は
っ
き
り
と
自
分
の
名
を
明
か
し
て
い
な
い
前
シ
テ
は
、
引
き
続
い
て
「
深
山
木
の
、
そ
の
梢
と
は
見
え
ざ
り
し
、
桜
は
花
に
現
は
れ

た
る
、
老
い
木
を
そ
れ
と
ご
覧
ぜ
よ
」
と
語
る
。
こ
れ
は
「
認
花
集
』
春
部
の
源
頼
政
の
歌
を
信
り
た
台
詩
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、

奥
山
の
多
く
の
木
の
中
に
あ
っ
て
桜
の
梢
と
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
花
が
咲
い
た
の
で
は
じ
め
て
そ
れ
と
わ
か
っ
た
、
と
い
う
そ
の
桜

の
老
い
木
の
よ
う
に
、
人
に
は
知
ら
れ
ず
に
現
れ
出
た
老
人
を
そ
れ
と
ご
推
量
下
さ
い
、
の
意
と
と
れ
る
。
自
ら
の
正
体
を
遠
回
し
に
明
か
し

て
お
り
、
こ
れ
で
曲
が
り
な
り
に
も
お
の
れ
の
名
を
名
の
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
自
ら
の
名
を
名
の
る
一
言
葉
に
、

直
接
的
で
は
な
い
が
、
「
老
い
木
の
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
せ
し
め
る
表
現
が
見
え
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
お
の
れ
の

「
名
」
を
執
心
の
元
と
告
白
し
、
名
誉
に
極
端
な
こ
だ
わ
り
ぶ
り
を
示
し
た
こ
れ
ま
で
の
前
シ
テ
の
人
物
像
か
ら
す
れ
ば
、
お
の
れ
の
名
の
告

白
に
使
っ
て
い
る
こ
の
「
老
い
木
の
花
」
の
表
現
の
裏
に
は
、
老
人
の
「
名
(
日
名
誉
こ
を
「
老
い
木
の
花
」
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
作

者
の
意
図
が
伏
線
と
し
て
敷
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
結
局
前
シ
テ
は
、
「
わ
れ
実
盛
の
幽
霊
な
り
」
と
お
の
れ
の
正
体
を
は
っ

き
り
と
明
か
す
。
そ
し
て
録
原
の
池
の
上
に
夜
と
な
く
笠
と
な
く
「
心
の
関
」
に
迷
っ
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
、
「
実
盛
が
名
を
洩
ら
し
給
ふ

な
よ
、
亡
き
位
語
り
も
恥
づ
か
し
」
と
、
も
う
一
度
「
名
」
を
洩
ら
さ
な
い
こ
と
を
上
人
に
頼
ん
だ
後
、
そ
の
池
の
ほ
と
り
で
姿
を
消
し
、
前

場
は
終
わ
る
。

盟
、
後
シ
テ
の
ニ
つ
の
心

後
場
が
始
ま
る
と
、
ワ
キ
が
ワ
キ
連
と
と
も
に
、
池
の
ほ
と
り
で
実
盛
の
霊
を
弔
う
た
め
の
別
時
念
仏
を
行
な
う
。
曲
の
展
開
か
ら
す
れ
ば

待
謡
の
意
味
を
も
兼
ね
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
実
盛
の
霊
を
救
済
の
世
界
へ
と
導
こ
う
と
夜
通
し
の
念
仏
に
励
む
ワ
キ
上
人
の
姿
が
う
か
が

え
る
。
こ
の
待
謡
を
受
け
る
か
た
ち
で
後
シ
テ
は
登
場
し
て
く
る
が
、
舞
台
上
の
演
出
の
方
で
は
、
こ
の
後
シ
テ
の
登
場
に
出
端
の
雌
子
が
行

な
わ
れ
、
こ
れ
に
は
現
行
五
流
と
も
に
太
鼓
が
伴
わ
れ
る
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
の
太
鼓
入
り
の
出
端
の
演
出
が
「
実
盛
」
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

関
し
て
横
道
万
里
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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「
実
盛
」
は
な
ぜ
出
端
で
出
る
か
と
い
う
と
、
念
仏
を
唱
え
て
亡
者
を
弔
う
仏
事
の
音
楽
と
い
う
意
味
で
、
太
鼓
入
り
に
す
る
わ
け
で
す
。

仏
事
の
音
楽
に
つ
れ
て
地
獄
か
ら
霊
が
現
れ
て
く
る
。
な
ん
と
な
く
よ
そ
の
世
界
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
仏
事
の
た
め
に
、
地
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獄
な
り
修
羅
道
な
り
か
ら
抜
け
出
て
来
る
と
い
う
と
き
に
使
う
出
端
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
出
端
は
、
神
様
だ
の
鬼
だ
の
の
と
き

の
よ
う
に
朗
ら
か
に
と
っ
と
こ
と
っ
と
こ
打
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
め
い
っ
た
陰
気
な
感
じ
の
も
の
で
す
。

要
す
る
に
、
泣
き
盛
い
に
お
け
る
後
シ
テ
の
登
場
が
、
な
ん
と
な
く
他
界
か
ら
来
た
の
で
は
な
く
、
救
済
の
た
め
の
仏
事
に
呼
ば
れ
て
修
羅

道
か
ら
抜
け
出
て
の
登
場
で
あ
り
、
業
苦
の
世
界
か
ら
逃
れ
て
「
抜
け
出
る
」
と
い
う
行
動
に
ふ
さ
わ
し
い
の
が
、
太
鼓
の
重
厚
で
陰
気
な
感

じ
の
響
き
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
遺
産
芭
の
後
シ
テ
の
登
場
は
、
仏
力
で
み
ち
び
き
出
さ
れ
て
修
羅
道
か
ら
こ

の
世
へ
呼
び
一
反
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
舞
台
的
な
演
出
が
、
太
鼓
入
り
の
出
端
と
い
う
装
置
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
装
置
を
通
し
て
こ
の
世
へ
現
れ
て
来
た
後
シ
テ
は
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
き
味
わ
え
る
「
歓
喜
の
心
」
に
憧
れ
、
と
こ
し
え
の
救
済

の
世
界
に
導
か
れ
た
い
心
情
を
吐
露
す
る
。
そ
し
て
引
き
続
き
、
間
断
な
き
念
仏
の
効
果
や
念
仏
の
言
葉
そ
れ
自
体
の
持
つ
願
行
異
足
の
意
義

等
の
た
め
に
、
こ
れ
を
唱
え
れ
ば
必
ず
往
生
で
き
、
そ
れ
は
有
難
い
こ
と
だ
と
念
仏
の
効
能
を
た
た
え
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
仏
恩
を
礼
賛
す
る

一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
太
鼓
入
り
の
別
時
念
仏
を
通
し
て
修
羅
道
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
こ
と
へ
の
喜
び
ゃ
感
謝
の
表
れ
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
後
シ
テ
は
、
ワ
キ
上
人
に
会
う
や
い
な
や
、
「
諺
羅
の
苦
患
の
数
々
」
の
滅
却
を
頼
む
。
ワ
キ
の
台
詞
に
よ
る
と
、
後
シ
テ
は
前
場
と

同
じ
老
人
で
は
あ
る
が
甲
腎
を
帯
し
た
姿
で
あ
り
、
前
場
と
同
様
に
上
人
以
外
の
余
人
に
は
姿
も
声
も
見
聞
き
で
き
な
い
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
の
ワ
キ

上
人
の
宮
の
前
に
は
、
「
饗

J

嶺
ム
日
き
老
武
者
な
れ
ど
も
、
そ
の
出
立
は
花
や
か
な
る
、
よ
そ
ほ
ひ
こ
と
に
鍾
り
な
き
」
後
シ
テ
の
姿
が
立
っ
て

い
た
。
そ
し
て
「
錦
の
藍
霊
に
、
萌
葱
匂
ひ
の
鎧
」
を
着
て
、
「
金
作
り
の
太
刀
刀
」
を
傾
い
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が
「
花
や
か

な
る
よ
そ
ほ
ひ
」
で
あ
る
。
費
や
穎
は
白
髪
の
ま
ま
だ
が
、
そ
の
出
立
は
花
や
か
な
装
い
で
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
花
や
か

な
る
よ
そ
ぼ
ひ
」
の
姿
は
、
名
に
こ
だ
わ
る
実
盛
の
人
物
像
か
ら
す
れ
ば
執
心
の
象
徴
そ
の
も
の
と
言
え
る
。
後
場
に
登
場
し
て
か
ら
、
こ
れ

ま
で
も
っ
ぱ
ら
極
楽
往
生
へ
の
希
求
の
み
を
示
し
て
き
た
後
シ
テ
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
自
ら
の
執
心
の
象
徴
を
も
身
に
帯
し
た
姿
で
現
れ
て

来
た
の
で
あ
る
。
修
羅
道
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
実
盛
の
亡
霊
は
、
道
念
と
妄
念
と
い
う
こ
つ
の
矛
盾
し
た
心
を
同
時
に
抱
い
て
い
る
姿
で
ワ
キ

僧
の
前
に
立
っ
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
実
盛
の
霊
は
暫
や
努
は
ふ
た
た
び
染
め
ず
に
白
髪
の
ま
ま
で
あ
り
、
装
束
や
武
呉
の
方
の
み
花
や
か
で
若
々

し
く
見
え
る
も
の
を
帯
び
て
現
れ
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
説
の
「
平
家
物
語
」
に
お
い
て
実
盛
は
、
緊
毅
を
黒
く
染
め
る
こ
と
で
若
や

ご
う
と
し
た
が
、
結
果
的
に
こ
れ
は
水
洗
い
の
首
実
検
で
恥
辱
的
な
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宗
盛
に
大
将
軍
用
の
直
垂
の
着
用



を
願
っ
て
許
さ
れ
、
故
郷
で
の
最
期
の
合
戦
に
錦
を
飾
れ
た
こ
と
は
、
彼
と
し
て
は
栄
誉
こ
の
上
な
き
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
年
東
国
へ
む
か
ひ
候
し
時
、
水
鳥
の
羽
音
に
お
ど
ろ
い
て
、
矢
ひ
と
つ
だ
に
も
い
ず
し
て
、
駿
、
河
の
か
ん
原
よ
り
に
げ

の
ぼ
っ
て
候
し
事
、
老
後
の
恥
辱
た
だ
此
事
候
」
と
、
先
年
富
士
川
合
戦
(
党
一
本
「
平
家
物
語
い
巻
五
)
の
と
き
、
水
鳥
の
羽
音
に
肝
を
抜

か
れ
て
一
矢
さ
え
も
射
ら
れ
ず
に
退
散
し
て
し
ま
っ
た
「
老
後
の
地
辱
」
は
、
棺
当
払
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
盛
の
霊
に
と
っ
て
白
髪
に
は
、

水
洗
い
の
首
実
検
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
恥
辱
と
無
念
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
、
い
ま
一
方
の
大
将
軍
用
の
直
垂
に
は
、
「
老
後
の
恥
辱
」
を
払

し
、
失
っ
た
名
、
営
を
取
り
戻
せ
た
よ
さ
思
い
出
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
仏
教
的
な
救
済
の
た
め
に
は
、
、
恥
辱
・
無
念
・
思
い
出
の
何

れ
も
忘
れ
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
心
の
有
り
ょ
う
で
あ
ろ
う
が
、
ワ
キ
上
人
の
前
に
姿
を
現
し
た
後
シ
テ
は
、
こ
う
も
複
雑
な
内
面
を
抱
え
た
存
在

で
あ
っ
た
。
こ
の
実
盛
の
霊
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
よ
き
思
い
出
を
抱
か
せ
た
「
錦
の
直
垂
」
へ
と
執
心
が
向
け
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
錦
の
直
垂
」
を
着
て
「
金
作
り
の
太
万
万
」
ま
で
を
も
傾
い
た
姿
で
の
登
場
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
執
心
の
発
露
そ
の
も
の
に
見
え
る
。

世
阿
弥
は
こ
の
よ
う
な
後
シ
テ
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
武
士
と
し
て
の
誇
り
を
大
事
に
し
な
が
ら
も
ま
ま
な
ら
ず
、
悲
惨
な
死
を
迎
え
て
し

ま
っ
た
実
盛
の
霊
を
慰
め
よ
う
と
し
た
と
見
え
る
。
こ
う
し
た
後
シ
テ
に
関
し
て
、
続
く
地
謡
の
台
認
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

今
の
身
に
て
は
そ
れ
と
て
も
、
な
に
か
宝
一
の
、
池
の
蓮
の
、
台
こ
そ
宝
な
る
べ
け
れ
。
げ
に
や
疑
は
ぬ
、
法
の
教
へ
は
朽
ち
も
せ
ぬ
、
金

の
一
一
一
一
口
葉
重
く
せ
ば
、
な
ど
か
は
至
ら
ざ
る
べ
き
、
/
¥
。
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こ
れ
は
地
謡
で
あ
り
な
が
ら
も
後
シ
テ
へ
の
ワ
キ
上
人
の
台
認
と
見
て
よ
く
、
こ
こ
で
ワ
キ
は
、
死
ん
で
亡
霊
と
な
っ
た
「
今
の
身
」
に

と
っ
て
は
、
そ
の
「
錦
の
直
垂
」
や
「
金
作
り
の
太
万
刀
」
等
が
「
宝
」
で
は
な
く
、
極
楽
の
七
宝
の
池
の
、
往
生
し
て
座
わ
る
蓮
の
台
こ
そ

が
真
の
宝
と
、
後
シ
テ
の
心
の
迷
い
を
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
引
き
続
き
、
不
変
の
真
理
た
る
仏
法
を
信
じ
て
疑
わ
ず
、
そ
の
有
難
い
仏
の
お

一
一
一
一
口
葉
を
尊
重
す
れ
ば
、
極
楽
の
彼
岸
へ
到
達
で
き
な
い
は
ず
が
な
い
こ
と
を
、
実
盛
の
霊
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

前
に
、
実
盛
の
亡
霊
の
こ
と
を
、
「
道
念
と
妄
念
と
い
う
二
つ
の
矛
請
し
た
心
を
同
時
に
抱
い
て
い
る
姿
」
と
言
い
表
し
た
が
、
本
曲
の
こ

れ
ま
で
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
姿
を
ワ
キ
の
上
人
は
見
抜
い
て
い
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
右
の
地
謡
文
の

次
に
「
見
申
せ
ば
な
ほ
も
輪
廼
の
姿
な
り
、
そ
の
執
心
を
振
り
捨
て
て
、
弥
陀
郎
滅
の
台
に
至
り
給
ふ
べ
し
」
と
続
く
〔
下
掛
系
]
の
認
章
は
、

ワ
キ
の
そ
の
よ
う
な
慧
綬
を
想
定
し
て
の
も
の
と
克
て
よ
か
ろ
う
。
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五
、
実
感
の
盤
の
「
機
構
の
物
語
り
」

実
盛
の
霊
の
後
シ
テ
は
、
「
機
悔
の
物
語
り
」
を
始
め
る
前
に
ま
ず
、
〔
ク
リ
〕
で
、
ひ
と
た
び
の
念
仏
が
無
量
の
罪
を
却
産
に
消
滅
せ
し
め

る
力
を
有
す
る
か
ら
、
往
生
を
願
う
心
を
起
こ
し
執
心
を
捨
て
る
こ
と
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
台
詞
を
諮
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
く
(
サ
シ
〕

で
は
「
時
至
っ
て
今
宵
逢
ひ
難
き
み
法
を
受
け
、
備
憐
機
悔
の
物
語
り
、
な
ほ
も
昔
を
忘
れ
か
ね
て
、
忍
ぶ
に
似
た
る
篠
原
の
、
草
の
蔭
野
の

露
と
消
え
し
、
有
様
諮
り
申
す
べ
し
」
と
、
め
っ
た
に
逢
え
な
い
救
い
の
機
会
を
あ
り
が
た
が
り
、
「
繊
悔
の
物
語
り
」
を
し
よ
う
と
決
心
す

る
。
が
、
心
の
一
方
で
は
依
然
と
し
て
昔
へ
の
執
心
も
残
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
「
却
と
ん
だ
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
告
白
し
つ
つ
、
こ

れ
か
ら
織
悔
の
た
め
の
物
語
り
を
始
め
よ
う
と
す
る
。
以
下
、
一
曲
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
後
シ
テ
の
犠
悔
の
語
り
が
延
々
と
続
く
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
の
「
機
悔
の
物
語
り
」
は
主
と
し
て
篠
原
合
戦
で
の
実
盛
最
期
の
描
写
を
中
心
と
す
る
「
い
く
さ
語
り
」
と
し
て
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
〔
語
リ
]
で
は
、
首
洗
い
の
話
が
語
ら
れ
る
が
、
本
説
の
「
平
家
物
語
]
巻
七
の
記
事
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
い
ち
い
ち
引
用
し
て

説
明
を
加
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
こ
の
中
、
「
げ
に
や
名
を
惜
し
む
弓
取
り
は
、
た
れ
も
か
く
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
や
、
あ
ら
優
し
ゃ

と
て
、
皆
感
涙
を
ぞ
流
し
け
る
」
と
い
っ
た
実
盛
の
武
名
を
称
え
る
賛
辞
は
、
管
見
の
限
り
本
説
の
世
界
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
詞
章
の

内
容
と
最
も
近
い
と
見
ら
れ
る
語
り
系
平
家
物
語
の
党
一
本
(
高
野
本
)
・
城
方
本
の
い
ず
れ
を
見
て
も
、
首
実
検
の
現
場
に
立
ち
会
っ
て
い

た
人
々
の
「
感
涙
」
関
係
の
記
事
は
見
え
ず
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
涙
は
、
た
だ
実
盛
の
侶
知
の
樋
口
の
次
郎
兼
光
の
み
の
「
あ
ま
り
の
哀
れ

さ
で
不
覚
に
こ
ぼ
れ
落
ち
た
涙
」
だ
け
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
実
盛
の
名
を
惜
し
む
行
為
を
さ
し
て
「
優
し
ゃ
」
(
日
殊
勝
な

こ
と
だ
)
と
称
え
る
言
葉
や
、
「
皆
感
涙
を
ぞ
、
流
し
け
る
」
と
ま
わ
り
の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
感
激
の
涙
を
流
し
た
と
す
る
台
詞
は
、
作
者
世
阿

弥
な
り
の
作
意
に
よ
る
郡
名
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
脚
色
に
は
、
前
の
「
錦
の
誼
垂
」
や
「
金
作
り
の
太
刀
万
」
の
姿
で
の
登
場
で

窺
え
た
よ
う
な
作
者
世
阿
弥
の
配
慮
と
同
様
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
武
名
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
悲
惨
な
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
実
盛
の
霊
へ

の
慰
撫
の
試
み
が
読
み
と
ら
れ
る
。
世
間
弥
は
、
実
盛
の
霊
を
慰
め
よ
う
と
、
樋
口
次
郎
の
涙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
首
実
検
を
見
守
っ
た
ま
わ
り

の
皆
を
し
て
「
優
し
ゃ
」
と
言
わ
せ
、
感
一
課
を
流
さ
せ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
展
開
を
経
て
、
曲
は
こ
の
作
品
の
主
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〔
ク
セ
]
の
段
に
入
る
が
、
こ
こ
に
は
主
と
し
て

「
錦
の
直
垂
」
の
話
が
諮
ら
れ
る
。
こ
れ
は
覚
一
本
平
家
物
語
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
た
だ
こ
の
覚
一
本
の
関
連
本
文
中
、
水
鳥
の
羽
音
に
お
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ど
ろ
い
て
一
矢
も
射
ず
に
退
散
し
て
し
ま
っ
た
実
盛
と
し
て
は
忘
れ
た
い
「
老
後
の
恥
辱
」
の
話
が
、
「
実
盛
」
の
「
錦
の
亙
霊
」
の
「
機
悔

の
物
語
り
」
に
は
排
除
さ
れ
て
ま
っ
た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
実
盛
の
霊
と
し
て
は
恥
ず
か
し
く
て
忘
れ

た
い
出
来
事
は
除
外
さ
れ
、
華
溜
き
わ
ま
る
錦
衣
の
姿
で
故
郷
の
戦
場
に
臨
ん
で
武
名
を
故
郷
の
北
国
の
巷
に
揚
げ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が

強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
実
感
の
自
尊
心
を
配
慮
し
た
作
者
の
作
意
が
濃
厚
に
窺
わ
れ
る
。

[
ク
セ
〕
の
次
は
、
(
ロ
ン
ギ
]
と
[
中
ノ
リ
地
〕
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
実
盛
最
期
の
討
死
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
ま
ず
〔
ロ
ン
ギ
〕
で
は
、

討
た
れ
る
直
前
の
老
武
者
と
し
て
の
活
躍
ぶ
り
が
語
ら
れ
る
。
地
謡
と
シ
テ
の
台
認
が
代
わ
る
代
わ
る
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
初
の
地
一
訟
の
み

意
味
上
ワ
キ
上
人
の
言
葉
と
克
ら
れ
、
そ
の
他
の
部
分
は
、
す
べ
て
シ
テ
の
こ
れ
ま
で
通
り
の
「
機
侮
」
の
続
き
と
言
え
る
。
ワ
キ
が
「
心
の

水
の
底
清
く
、
濁
り
を
残
し
給
ふ
な
よ
」
と
機
悔
に
よ
る
心
の
浄
化
を
促
し
て
い
る
の
は
、
上
人
の
自
に
は
後
シ
テ
の
妄
執
の
残
痕
が
未
だ
に

見
透
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
上
人
の
催
促
を
受
け
て
後
シ
テ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
織
悔
の
物
語
り
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
お
の
れ
の
「
無
念
」
を
吐
露
す
る
。

そ
の
「
無
念
」
と
は
、
「
木
曽
と
組
ま
ん
と
た
く
み
し
を
、
手
塚
め
に
隔
て
ら
れ
」
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
と
実
盛
の
亡
霊
は
明
か
し
て
い
る
。

実
盛
が
目
指
し
た
組
み
討
ち
の
相
手
を
敵
将
の
木
曽
義
仲
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
義
仲
の
部
等
に
過
ぎ
な
い
「
手
塚
め
」
に
担
止
さ
れ
て
目
的

が
達
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
「
無
念
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
実
盛
の
「
無
念
」
さ
に
ま
つ
わ
る
記
事
、
す
な
わ
ち
木
曽
義
仲
と
直
接
組
も

う
と
し
た
と
す
る
記
事
は
、
本
説
の
豆
I

家
物
語
い
の
諸
本
に
は
見
あ
た
ら
ず
、
こ
れ
も
世
阿
弥
の
創
意
に
よ
る
も
の
と
見
る
し
か
あ
る
ま
い
。

組
み
討
ち
の
相
手
を
敵
将
の
木
曽
に
高
め
、
そ
れ
が
担
ま
れ
た
こ
と
に
「
無
念
」
さ
を
覚
え
た
と
す
る
人
物
造
型
に
は
、
明
ら
か
に
人
物
像
に

お
け
る
格
上
げ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
察
せ
ら
れ
た
作
者
世
間
弥
の
鎮
魂
の
た
め
の
工
夫
と
同
じ

よ
う
な
意
図
が
く
み
取
れ
る
。

こ
う
し
た
世
間
弥
の
工
夫
は
、
こ
の
(
ロ
ン
ギ
]
の
最
後
の
台
詞
に
お
け
る
「
日
本
一
の
側
の
者
」
と
し
て
の
活
躍
ぶ
り
の
描
写
に
よ
っ
て

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
覚
一
本
平
家
物
語
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
「
実
盛
」
の
本
説
が
覚
一
本
で
あ
る
蓋
然
性
を
強
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
「
あ
つ
ば
れ
お
の
れ
は
日
本
一
の
、
測
の
者
と
組
ん
で
う
ず
よ
」
と
叫
ん
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、

若
き
日
に
「
日
本
一
の
剛
の
者
」
と
一
一
百
わ
れ
た
武
名
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ド
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
小
段
の
(
中
ノ
リ
地
]
で

は
、
老
衰
や
戦
場
で
の
疲
れ
の
た
め
手
塚
に
討
た
れ
る
と
い
う
、
お
の
れ
の
最
期
の
討
死
の
有
様
が
密
恕
さ
れ
る
。
若
き
日
の
「
日
本
一
の
剛

の
者
」
も
老
衰
に
は
ど
う
し
よ
う
な
く
、
む
な
し
い
名
の
み
戦
場
に
残
し
て
最
期
を
遂
げ
た
こ
と
を
実
盛
の
霊
は
振
り
返
る
。
こ
う
し
た
彼
の
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有
様
は
、
「
平
家
物
語
い
の
実
盛
の
記
事
の
末
尾
に
お
い
て
、
「
朽
ち
も
せ
ぬ
む
な
し
き
名
の
み
と
ど
め
を
き
て
、
か
ば
ね
は
越
路
の
末
の
塵
と

な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
と
、
む
な
し
き
武
名
の
み
を
世
に
残
し
、
身
は
篠
原
の
土
と
な
っ
た
と
い
う
哀
れ
な
文
飾
の
締
め
く
く
り
と
そ
の
趣

向
を
向
じ
く
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
む
な
し
い
名
の
み
こ
の
世
に
と
ど
め
て
い
る
実
盛
の
亡
箪
は
、
由
の
終
わ
り
に
も
う
一
度
ワ
キ
の
上
人

に
弔
い
を
頼
み
、
一
曲
は
終
わ
る
。

六
、
吋
実
盛
」
に
お
け
る
「
変
化
」
の
工
夫
と
「
花
」

l
i
iむ
す
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
謡
曲
吋
実
盛
」
に
は
、
世
阿
弥
が
吋
風
姿
花
伝
い
に
お
い
て
、
「
、
減
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月

に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
た
面
白
し
。
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
「
よ
」
く
て
「
何

よ
り
も
面
白
」
き
修
羅
能
に
す
べ
く
「
花
や
か
な
る
所
」
を
一
曲
の
中
心
部
分
に
据
え
よ
う
と
し
た
試
み
が
う
か
が
与
え
た
。
そ
の
試
み
と
は
、

同
じ
く
石
川
姿
花
伝
」
に
「
花
」
の
開
花
の
た
め
の
有
力
な
方
法
と
し
て
説
く
「
変
化
」
の
工
夫
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
変
化
」
の
工

夫
は
、
主
と
し
て
後
場
に
お
い
て
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
前
場
の
シ
テ
像
造
型
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
見
え
な
い
と
は
言
い

切
れ
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
前
場
で
ワ
キ
に
名
乗
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
極
端
に
他
人
の
耳
目
を
は
ば
か
る
姿
が
見
受
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ

は
本
説
の
吋
平
家
物
語
」
に
お
け
る
「
名
を
地
惜
し
む
」
姿
の
膨
ら
み
と
見
ら
れ
、
こ
こ
に
も
作
者
世
間
弥
の
「
変
化
」
の
工
夫
の
一
端
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
「
実
盛
」
の
主
人
公
は
、
一
曲
を
貫
い
て
「
名
」
に
執
着
す
る
人
物
と
し
て
搭
か
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
実
盛
の
姿
を
形
づ
く
る
こ
と
に
こ
の
作
品
の
主
題
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
、
こ
う
し
た
「
変
化
」
の
工
夫
の
痕
跡
に
も

と
づ
き
、
こ
れ
と
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
花
や
か
な
る
所
」
と
の
紹
関
関
係
を
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
の
結
び
に
か
え
る
こ
と
に

し
た
い
。

ま
ず
前
場
で
は
、
前
シ
テ
が
自
ら
の
正
体
を
、
「
深
山
木
の
、
そ
の
梢
と
は
見
え
ざ
り
し
、
桜
は
花
に
現
は
れ
た
る
、
老
い
木
を
そ
れ
と
ご

覧
ぜ
よ
」
と
い
っ
た
腕
曲
な
名
乗
り
を
通
し
て
明
か
し
、
お
の
れ
の
「
名
」
(
何
日
武
名
)
を
「
老
い
木
の
花
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
が

見
受
け
ら
れ
た
。
お
の
れ
の
名
の
告
白
に
使
っ
て
い
る
こ
の
「
老
い
木
の
花
」
の
文
飾
の
裏
に
は
、
前
シ
テ
の
「
武
名
」
を
「
老
い
木
の
花
」

と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
の
伏
線
が
想
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
想
定
の
蓋
然
性
は
、
後
シ
テ
の
「
機
憾
の
物
語
り
」
の
分
析
に
よ
っ

て
よ
り
高
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
後
シ
テ
の
語
る
「
機
構
の
物
語
り
」
に
は
、
「
変
化
」
の
工
夫
の
痕
跡
が
確
認
で
き
た
か
ら
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で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
盛
の
霊
の
武
名
へ
の
執
心
を
際
だ
た
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
に
他
な
る
ま
い
が
、
か
た
ち
と
し
て
は

典
拠
に
お
け
る
話
の
頒
序
を
変
え
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。

話
の
順
序
を
変
え
る
工
夫
の
か
た
ち
と
い
う
の
は
、
後
シ
テ
の
「
機
悔
の
物
語
り
」
の
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
、
首
洗
い
・
錦
の
直
垂
・

討
死
の
話
の
順
の
こ
と
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
つ
の
話
の
順
が
、
本
説
の
「
平
家
物
語
」
に
お
け
る
話
の
順
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

?
Q

。「
平
家
物
語
」
に
お
け
る
記
述
瀬
を
見
る
と
、
討
死
・
普
洗
い
・
錦
の
藍
霊
の
話
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
の
「
錦
の
甚
垂
」

の
記
事
は
、
首
洗
い
の
話
の
後
で
諮
ら
れ
る
後
日
談
の
か
た
ち
で
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
も
し
こ
う
し
た
見
方
が
成

り
立
つ
な
ら
ば
、
「
平
家
物
語
」
に
お
け
る
実
盛
最
期
の
記
事
の
中
心
は
普
洗
い
の
話
で
あ
り
、
「
錦
の
直
垂
」
の
方
は
そ
れ
に
伴
わ
れ
る
付
随

的
な
話
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
謡
曲
『
実
盛
」
に
お
い
て
は
、
話
の
隈
序
も
変
わ
っ
て
お
り
、
一
曲
の
中
心
的
な
と
こ
ろ
の

(
ク
セ
]
に
は
、
首
洗
い
の
話
で
な
い
「
錦
の
直
垂
」
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
説
の
話
の
娘
を
変
え
た
作
者
な
り
の
「
変
化
」

の
工
夫
が
、
こ
こ
に
は
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
話
の
順
序
を
変
え
る
「
変
化
」
の
工
夫
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
世
阿
弥
の
作
能
論
が
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

書
き
て
行
く
に
、
言
葉
に
花
を
咲
か
せ
ん
と
思
ふ
心
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
句
長
に
成
也
。
さ
や
う
の
心
を
思
ひ
切
り
て
書
く
べ
し
。
(
中

略
)
前
後
前
後
し
て
、
曲
舞
の
内
に
一
建
立
を
書
け
る
也
。
順
路
販
路
を
追
ゐ
て
書
か
ば
、
旬
長
に
成
て
惑
か
る
べ
し
。
此
分
自
を
心
得

べ
し
。
(
「
申
楽
談
儀
い
)
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こ
れ
は
、
能
の
-
詞
章
を
書
く
場
合
の
要
領
と
し
て
、
典
拠
な
ど
の
話
の
隈
序
を
い
か
に
認
章
の
中
に
採
り
入
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
世
関
弥
は
、
作
能
に
際
し
て
表
現
が
冗
長
(
「
句
長
」
)
に
な
る
こ
と
を
ま
ず
戒
め
、
話
の
蝦
序
を
入
れ
替
え
て
(
「
前

後
前
後
し
て
」
)
、
(
ク
セ
〕
の
中
に
一
成
功
を
収
め
る
べ
き
肝
要
の
文
を
書
く
(
「
由
舞
の
内
に
一
建
立
を
書
け
る
也
」
)
の
が
よ
い
と
し
、
事

柄
の
蝦
に
従
っ
て
書
け
ば
(
「
傾
路
順
路
を
追
ゐ
て
警
か
ば
」
)
冗
長
(
「
句
長
じ
に
な
っ
て
よ
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
要
す

る
に
、
事
柄
の
叙
事
の
蝦
路
を
追
っ
て
構
成
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
変
化
を
加
え
て
「
前
後
前
後
し
て
」
構
成
し
た
方
が
よ
り
効
果
的
と
世
阿

弥
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
右
の
傍
線
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
の
詞
章
を
書
く
と
き
、
典
拠
の
話
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を
入
れ
替
え
て
〔
ク
セ
]
の
と
こ
ろ
で
一
曲
の
「
花
」
を
咲
か
せ
得
る
肝
要
の
文
(
「
一
建
立
」
)
を
書
く
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
こ
れ
の
前
文
の
次
の
よ
う
な
言
説
を
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

能
を
書
く
に
、
序
破
急
を
書
く
と
て
、
筆
斗
に
書
く
は
悪
き
也
。
風
情
の
序
破
急
を
撤
回
く
べ
し
。
(
中
略
)
筆
と
風
情
と
あ
ひ
か
な
ひ
た

ら
ん
は
、
是
非
な
し
。
(
同
前
)

こ
れ
は
作
能
の
際
の
「
序
破
急
」
論
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
は
こ
こ
で
ま
ず
、
能
を
書
く
と
き
に
、
序
破
急
の
原
則
に
従
っ

て
書
こ
う
と
し
て
文
章
の
上
ば
か
り
で
序
破
急
を
考
え
て
書
い
て
は
ま
ず
く
、
序
破
急
は
、
舞
台
上
に
お
け
る
演
技
の
序
破
急
を
書
く
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
末
尾
文
で
は
、
最
も
理
想
的
な
能
作
の
か
た
ち
と
は
、
文
章
の
序
破
急
と
舞
台
上

の
演
技
の
序
破
急
と
が
両
々
相
候
っ
て
相
叶
っ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
世
間
弥
は
、
文
章
と
演
能
上
の
序
破
急
と

が
調
和
す
る
場
合
を
最
高
の
理
想
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
謡
曲
主
主
詮
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
「
花
」
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
る
と
き
、
前
掲
引
用
文
の
傍
線
部
の
「
前
後
前
後
し
て
:
・
」
の
芸
論
は
、
こ
う
し
た
「
筆
と
風
情

の
序
破
急
」
の
調
和
を
強
調
す
る
芸
論
に
続
く
後
文
で
あ
る
の
で
、
「
筆
」
(
行
文
章
)
の
側
面
ば
か
り
で
な
く
、
「
風
情
」

(
H演
能
)
の
側
面

を
も
考
慮
に
入
れ
て
の
順
序
の
入
れ
替
え
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
と
く
に
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ

は
、
そ
う
し
た
順
序
に
お
け
る
「
変
化
」
の
工
夫
を
通
し
て
最
も
肝
、
む
な
事
柄
を
(
ク
セ
〕
の
と
こ
ろ
に
採
り
入
れ
て
書
く
こ
と
を
勧
め
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
順
序
に
お
け
る
「
変
化
」
の
工
夫
が
実
際
に
「
実
盛
」
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
答
え
は
次

の
よ
う
な
世
阿
弥
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
盛
に
、
髪
洗
ふ
よ
り
、
順
路
な
ら
ば
合
戦
場
に
成
体
を
書
く
べ
き
を
、

ゃ
う
の
心
得
也
。
(
間
前
)

「
又
実
盛
が
」

な
ど
云
て
、

入
は
に
戦
う
た
る
体
を
書
く
、
か
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す
な
わ
ち
世
間
弥
は
、
ヱ
主
位
」
の
名
を
具
体
的
に
あ
げ
て
、
本
説
の
「
順
路
」
通
り
に
は
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
「
か
ゃ
う
の
心
得
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
言
う
な
ら
ば
、
叙
事
の
蝦
路
を
追
わ
ず
、
「
筆
」
と
「
風
情
」
の
序

破
急
を
作
る
た
め
に
順
序
を
変
え
て
書
い
て
ゆ
く
と
い
う
心
得
、
と
な
ろ
う
。
世
阿
弥
は
、
「
実
盛
」
の
作
能
に
捺
し
て
、
認
章
と
演
能
と
い
っ

た
両
側
面
に
お
け
る
序
破
急
を
考
慮
し
て
、
一
曲
の
頂
点
た
る
〔
ク
セ
〕
に
意
図
的
に
「
錦
の
蓋
垂
」
の
話
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
言
い
換
え
れ
ば
、
「
実
感
」
の
〔
ク
セ
〕
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
錦
の
直
垂
」
の
話
は
、
こ
の
曲
に
お
け
る
ご
建
立
」
(
日
一
成
功
を
収
め

る
べ
き
肝
要
の
文
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
節
に
お
い
て
、
「
錦
の
直
垂
」
を
着
て
「
金
作
り
の
太
万
刀
」
を
は
い
た
姿
で
の
後
シ
テ
の
登
場
に
、
哀
れ
な
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
実

盛
の
霊
を
慰
撫
し
よ
う
と
し
た
作
者
世
阿
弥
の
意
図
を
推
し
は
か
っ
た
が
、
彼
と
し
て
は
武
名
が
実
を
結
ん
だ
「
錦
の
亙
垂
」
の
こ
と
を
[
ク

セ
〕
に
語
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
怨
霊
の
慰
撫
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
実
盛
の
霊
に
と
っ
て
は
、
首
洗
い
の
恥
辱
的
な
思

い
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
「
錦
の
直
垂
」
の
こ
と
は
彼
の
最
た
る
執
心
が
向
け
ら
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
錦
の
直
垂
」
を

着
て
戦
場
に
臨
ん
だ
こ
と
は
、
武
人
実
盛
の
人
生
に
お
け
る
「
花
」
が
開
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
花
」
は
、
「
名

(
H
H

名
誉
)
」
へ
の
執

念
を
抱
い
て
い
た
老
武
者
実
盛
と
し
て
は
、
「
老
い
木
の
花
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

こ
れ
ま
で
読
み
と
っ
て
き
た
よ
う
な
「
変
化
」
の
工
夫
を
通
し
て
「
実
盛
」
は
、
「
よ
く
す
れ
ど
も
面
白
き
所
稀
」
と
い
う
修
羅
物
に
お
け

る
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
見
て
よ
い
。
し
か
も
老
武
者
と
し
て
の
若
や
ぎ
へ
の
志
向
は
、
そ
の
ま
ま
「
年
寄
り
の
若
振
舞
、

め
づ
ら
し
き
理
な
り
」
(
別
紙
口
伝
〕
と
述
べ
た
と
お
り
の
「
め
づ
ら
し
」
い
効
果
を
出
せ
る
素
材
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄

せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
修
羅
物
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
の
突
破
条
件
の
な
か
で
、
「
花
鳥
風
丹
に
作
り
寄
せ
」
る
と
い
う
条
件
が
こ
の
『
実

盛
」
の
シ
テ
像
が
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
し
て
残
ろ
う
。
が
、
話
相
政
」
に
お
い
て
、
「
源
氏
物
語
」
的
な
宇
治
空
間
イ
メ
ー
ジ
に

宇
治
州
の
橋
合
戦
を
の
せ
、
そ
こ
に
自
害
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
わ
れ
な
存
在
が
あ
わ
れ
な
空
間
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に

「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
」
ょ
う
と
し
た
世
阿
弥
の
作
意
の
内
在
を
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
一
曲
の
中
心
た
る
〔
ク
セ
]
に
、
錦
衣
帰
郷
の

故
事
に
あ
や
か
つ
て
「
錦
の
直
垂
」
で
身
を
飾
る
シ
テ
の
姿
を
据
え
た
泣
き
附
邑
に
お
け
る
世
阿
弥
の
「
変
化
」
の
工
夫
に
も
、
「
花
鳥
風
月
」

的
な
世
界
に
シ
テ
の
人
体
を
「
作
り
寄
せ
」
よ
う
と
し
た
作
意
を
読
み
と
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
政
郷
へ
は
錦
を
着
て
、
帰
る
と

い
へ
る
本
文
」
に
も
と
づ
い
て
「
名
」
に
執
着
す
る
ヱ
さ
挫
」
の
シ
テ
の
人
体
か
ら
は
、
勇
猛
さ
の
み
を
取
り
立
て
る
「
武
」
の
世
界
と
は
ほ

ど
遠
い
、
ど
こ
か
「
文
」
的
な
「
花
鳥
風
月
」
の
世
界
と
通
じ
る
も
の
が
強
く
感
じ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
「
実
盛
」
は
、
も
と
も
と
「
面
白

-204 -
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き
所
稀
」
な
「
武
」
の
世
界
の
人
体
に
「
花
鳥
風
月
」
の
「
文
」
的
な
索
材
を
接
ぎ
木
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
「
よ
」
く
て
「
何
よ
り
も
面
白
」

き
も
の
と
な
り
得
た
と
克
て
よ
か
ろ
う
。

、王
(1)
本
文
引
用
は
、
古
典
全
集
本
吋
能
楽
論
集
」
(
小
学
館
)
に
拠
る
。
以
下
関
じ
。

(2)
後
場
の
{
掛
ケ
ム
口
〕
の
台
認
に
、
「
こ
れ
ほ
ど
に
目
の
あ
た
り
な
る
姿
言
葉
を
、
余
人
は
さ
ら
に
見
も
開
き
も
せ
で
、
た
だ
上
人
の
み
明
ら
か
に
見
る
」
と
あ
り
、

こ
う
し
た
「
姿
言
葉
を
余
人
は
さ
ら
に
見
も
開
き
も
」
で
き
な
い
と
い
う
設
定
は
、
文
脈
上
前
場
に
お
い
て
も
開
様
と
見
ら
れ
る
。

(3)
本
文
引
用
は
、
古
典
大
系
本
「
謡
曲
集
い
上
(
岩
波
轡
脂
)
に
拠
る
。
以
下
関
じ
。

(
4
)
前
掲
大
系
本
「
議
曲
集
」
に
よ
れ
ば
、
「
罪
を
樹
博
し
て
悪
心
を
善
心
に
翻
す
こ
と
」
の
意
。

(5)
「
能
・
狂
言
事
典
い
(
平
凡
社
刊
)
に
よ
れ
ば
、
「
後
ジ
テ
・
後
ヅ
レ
・
子
方
の
登
場
に
奏
す
る
聡
子
幕
。
か
つ
て
太
鼓
一
声
と
も
称
し
た
。
神
・
天
女
・
鬼
畜
・
幽

盤
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
非
人
閣
の
役
の
登
場
に
用
い
、
大
ベ
シ
よ
り
も
位
の
重
い
も
の
か
ら
平
笛
に
近
い
速
い
も
の
ま
で
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
速
さ
が
異
な
る
」
と

あ
る
。

(6)
横
道
万
里
雄
氏
「
実
盛
の
は
な
し
」
(
「
能
制
退
逼
」
筑
摩
議
弱
、
昭
和
五
九
年
)
、
武
藤
千
鶴
子
氏
「
謡
い
方
と
鑑
賞
「
実
盛
ご
(
「
観
世
」
昭
和
田
五
・
=
乙
等

参
照
。

(7)
前
掲
「
実
盛
の
は
な
し
」
一
二
六
頁
。

(8)
本
文
引
用
は
、
思
想
大
系
本
「
世
阿
弥
禅
竹
」
(
岩
波
書
伍
)
に
拠
る
。
以
下
向
じ
。

(9)
相
良
亨
氏
「
頼
政
」
(
相
良
一
日
J

著
作
集
6

「
超
越
・
自
然
」
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
七
年
)
一
二
八

O
頁。
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(
付
記
〕
本
稿
は
例
日
韓
文
化
交
流
基
金
の
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。


