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能
作
品
を
何
曲
か
鑑
賞
す
る
と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
場
所
に
諸
国

一
見
の
僧
が
立
ち
寄
る
と
、
い
わ
く
あ
り
げ
な
人
物
が
登
場
し
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
語
り
聞
か
せ
る
が
、
た
だ
ご
と
な
ら
ぬ
そ
の
雰
囲
気
に
そ
の
人
物
に

誰
何
す
る
と
、
神
や
鬼
、
幽
霊
の
正
体
を
現
す
と
い
う
筋
書
き
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。
現
さ
れ
る
正
体
は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
神
々
か
ら
菩
薩
・
龍

神
、
杜
若
の
花
や
猩
々
な
ど
動
植
物
の
精
霊
や
天
狗
・
鬼
、
あ
る
い
は
坂
上

田
村
麻
呂
や
小
野
小
町
や
源
義
経
な
ど
の
無
念
を
残
し
た
幽
霊
と
い
う
現

実
に
は
存
在
し
な
い
異
類
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。 

し
か
し
、
現
実
に
存
在
し
な
い
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
数
年
前
に
新
た
な

ゴ
ジ
ラ
映
画
が
話
題
と
な
っ
た
が
、
登
場
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

大
統
領
を
目
指
す
日
系
女
性
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
と
批
判
を
浴
び
た
。

し
か
し
、
現
実
に
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
ゴ
ジ
ラ
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
問
題
に
し
た
言
説
は
目
に
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
ゴ
ジ
ラ

を
現
実
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
現
代
人
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

空
に
大
き
く
閃
光
が
走
り
地
響
き
や
振
動
も
伴
っ
て
轟
音
が
轟
く
。
こ
れ

ら
一
連
の
現
象
を
雷
と
名
付
け
て
自
然
現
象
の
ひ
と
つ
と
捉
え
ず
、
ゼ
ウ
ス

や
イ
ン
ド
ラ
、
建
雷
命
や
天
神
の
顕
現
と
捉
え
る
現
代
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
の
と
同
様
に
、
能
に
登
場
す
る
天
狗
や
鬼
や
幽
霊
も
、
現
代
の
我
々
は
実

際
に
は
存
在
し
な
い
虚
構
と
捉
え
た
上
で
物
語
を
享
受
し
て
お
り
、
多
く
の

場
合
、
幽
霊
や
鬼
は
何
ら
か
の
説
明
体
系
や
象
徴
、
心
象
の
形
象
化
、
あ
る

い
は
単
な
る
怪
奇
談
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

し
か
し
、
能
が
現
在
の
形
に
大
成
さ
れ
た
頃
に
生
き
た
人
々
の
目
に
、
そ

れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
を
口
承
で
あ
れ
書
承
で

あ
れ
、
文
学
で
享
受
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
舞
台
の
上
に
乗
せ
よ
う
と
す
る

心
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

神
や
幽
霊
、
天
狗
や
鬼
を
主
人
公
と
す
る
能
は
、
現
代
人
の
感
覚
と
離
れ

た
特
殊
な
も
の
に
感
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
ら
れ
た
当
時
の
人
々
が
そ
の
世

界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
方
向
で
我
々
は
問
題
設
定
を
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し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
の
立
て
方
そ
の
も
の
が
、
実
は
中
世

と
現
代
と
の
隔
た
り
を
顕
わ
に
し
、
中
世
で
は
な
く
現
代
の
世
界
観
を
こ
そ

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
本
研
究
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
い
。 

能
は
「…
夢
幻
能
そ
の
も
の
が
生
ま
れ
て
か
ら
五
百
年
以
上
も
の
間
、『
夢

幻
能
』
と
い
う
よ
う
な
特
別
の
呼
称
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
」

  (1)
と
い
う
。

さ
ら
に
能
に
は
、〈
夢
幻
～
〉
と
題
す
る
能
は
な
い
が
、〈
現
在
忠
度
〉
や
〈
現

在
鵺
〉
と
い
う
よ
う
な
〈
現
在
～
〉
が
冠
さ
れ
る
曲
は
数
多
あ
る
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
虚
構
と
感
じ
ら
れ
る
、
こ
の
世
な
ら

ぬ
異
類
の
世
界
を
描
い
た
能
も
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
あ
え
て
名
を

つ
け
た
り
分
類
し
た
り
定
義
づ
け
る
必
要
性
す
ら
感
じ
な
い
当
た
り
前
の

事
象
を
描
い
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
や
区
別
が
必
要

と
な
っ
た
場
合
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
ま
で
は
〈
夢
幻
～
〉
で
は
な
く
〈
現

在
～
〉
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
の
様
式
が
把
握
さ
れ
て
お
り
、
中
世
人

は
「
現
在
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
の
方
に
特
殊
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
の
推
測
を
可
能
に
す
る
。 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
能
〈
忠
度
〉
に
対
す
る
〈
現
在
忠
度
〉、〈
鵺
〉

に
対
す
る
〈
現
在
鵺
〉
の
よ
う
な
、〈
現
在
～
〉
と
名
付
け
ら
れ
た
能
の
分

析
を
通
じ
て
、
中
世
人
に
と
っ
て
の
「
現
在
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
検

討
す
る
。
次
に
、
近
年
提
示
さ
れ
て
き
た
「
冥
顕
論
」
と
い
う
学
説
と
そ
の

批
判
を
通
じ
て
、
中
世
人
に
と
っ
て
の
虚
構
と
現
実
の
在
り
方
に
つ
い
て
考

察
し
、
現
代
人
に
と
っ
て
虚
構
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
、
実
は
中
世
人
に
と

っ
て
は
現
実
感
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
試
論
を
展

開
し
て
み
た
い
。 

 
  
  

二二
、、
夢夢
幻幻
能能
とと
現現
在在
能能  

 

前
述
し
た
名
も
な
き
旅
僧
が
あ
る
と
こ
ろ
で
神
や
鬼
、
幽
霊
な
ど
と
出
会

う
能
は
夢
幻
能
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
辞
書
的
に
は
「
旅
人
が
名
所
旧
跡
を

訪
れ
る
と
、
そ
こ
に
里
人
が
現
れ
、
土
地
に
伝
わ
る
物
語
を
聞
か
せ
た
後
に

『
私
は
今
の
物
語
の
何
某
で
あ
る
』
と
い
っ
て
消
え
去
る
が
、
ふ
た
た
び
何

某
の
ま
こ
と
の
姿
で
登
場
し
、
昔
の
こ
と
を
仕
方
語
り
に
物
語
っ
た
り
舞
を

舞
っ
て
見
せ
た
り
し
て
、
夜
明
け
と
と
も
に
消
え
て
ゆ
く
、
と
い
う
筋
立
て

を
基
本
的
類
型
と
す
る
一
群
の
能
」

  (2)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

主
人
公
で
あ
る
シ
テ
が
神
、
死
者
の
霊
、
鬼
畜
の
霊
、
物
の
精
な
ど
で
あ

り
、
シ
テ
の
演
技
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
ち
、
起
こ
っ
た

出
来
事
が
ワ
キ
が
見
た
夢
や
幻
想
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

能
に
は
五
番
立
て
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
分
け
が
あ
り
、
初
番
目
物
は
神
霊
の

能
、
二
番
目
物
は
武
士
の
幽
霊
の
能
、
三
番
目
物
は
優
美
な
女
性
の
霊
や
物

狂
の
女
性
の
能
、
四
番
目
物
は
い
ず
れ
の
分
類
に
も
属
さ
な
い
も
の
、
五
番

目
物
は
天
狗
・
獅
子
・
猩
々
な
ど
の
鬼
畜
の
能
を
い
う
。
こ
の
う
ち
、
初
番

目
物
・
二
番
目
物
の
ほ
ぼ
す
べ
て
、
三
番
目
物
の
半
数
、
四
・
五
番
目
に
も

こ
の
夢
幻
能
の
形
式
を
と
る
も
の
が
多
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の

我
々
は
こ
れ
を
能
の
中
の
主
要
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
理
解
し
、
夢
幻
能
と
い
う
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呼
称
を
自
然
に
用
い
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
の
呼
称
が
作
ら
れ
巷
間
に
も
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

大
正
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
月
後
の
十
二
月

二
十
五
日
に
昭
和
と
改
元
さ
れ
る
た
め
、
ま
さ
に
昭
和
の
始
ま
り
に
生
ま
れ

た
新
し
い
語
で
あ
り
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
分
け
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
日
の
昼
に
放
送
さ
れ
た
「
国
文
学
ラ
ヂ
オ
講
座
」
に
お
い
て
、
こ
の
と

き
講
師
を
務
め
、
当
時
女
子
学
習
院
教
授
で
あ
っ
た
佐
成
謙
太
郎
に
よ
っ
て
、

夢
幻
能
と
い
う
呼
称
は
は
じ
め
て
世
に
出
た 

  (3)
の
で
あ
る
。 

佐
成
謙
太
郎
は
こ
の
後
、
能
の
分
類
と
し
て
、
単
式
能
、
複
式
夢
幻
能
、

劇
的
夢
幻
能
、
一
段
劇
能
、
二
段
劇
能
と
い
う
区
分
を
提
起

  (4)
し
た
が
、
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
を
離
れ
て
、
舞
台
の
鑑
賞
を
目
的
と
す
る
能
楽
愛
好
家
な
ど
に

ま
で
広
く
定
着
し
た
の
は
、
複
式
夢
幻
能
と
い
う
呼
称
だ
け
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
夢
幻
能
に
対
比
し
て
現
在
能
と
い
う
分
類
も
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
呼
称
は
さ
ら
に
新
し
く
、
昭
和
三
十
二
年
『
文

学
』
誌
上
に
お
い
て
横
道
萬
里
雄
が
夢
幻
能
に
対
し
て
現
在
能
の
呼
称
を
提

唱
し
た 

  (5)
こ
と
に
始
ま
る
。
現
在
能
と
は
、
辞
書
的
な
意
味
で
は
現
実
の

時
間
経
過
に
沿
っ
て
劇
が
進
行
し
、
登
場
人
物
の
多
く
が
実
際
に
生
き
て
い

る
人
間
を
扱
う
能
を
指
す

  (6)
が
、
こ
れ
は
四
番
目
物
に
集
中
し
、
三
番
目
物

の
約
半
数
を
占
め
る
。 

西
洋
に
も
魔
女
や
ド
ラ
ゴ
ン
や
妖
精
が
登
場
す
る
伝
説
や
童
話
が
存
在

し
、
西
ア
ジ
ア
の
『
千
夜
一
夜
物
語
』
な
ど
で
も
、
狐
や
オ
オ
カ
ミ
、
魚
ま

で
も
が
自
在
に
言
葉
を
口
に
し
詩
や
譬
喩
を
物
語
る
。
人
間
を
主
人
公
と
し

な
い
文
学
作
品
は
世
界
中
に
あ
り
、
能
だ
け
が
特
殊
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
れ
を
目
に
見
え
る
舞
台
芸
術
の
形
で
表
現
し
、
主
人

公
が
異
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
要
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
は
、
実
に
珍
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

夢
幻
能
の
様
式
は
今
日
の
目
か
ら
見
る
と
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
能

の
主
流
を
な
す
よ
う
に
映
る
た
め
、
こ
れ
こ
そ
が
中
世
の
人
々
の
心
性
を
顕

わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
た
く
な
る
が
、
能
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、

必
ず
し
も
時
代
を
象
徴
し
、
後
に
続
く
作
品
群
の
方
向
を
決
定
づ
け
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

多
く
の
優
れ
た
夢
幻
能
を
制
作
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
複
式
夢
幻
能
の

様
式
を
確
立
し
た
の
は
世
阿
弥
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
世
阿
弥

以
前
に
成
立
し
た
古
作
の
能
は
、〈
柏
崎
〉
や
〈
百
万
〉〈
丹
後
物
狂
〉
な
ど

の
物
狂
、
芸
尽
し
、
合
戦
な
ど
を
主
題
と
し
、
複
数
の
人
物
に
よ
る
対
立
や

葛
藤
な
ど
を
描
い
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
現
在
能
の
区
分
に
入
る
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
世
阿
弥
の
父
で
あ
る
観
阿
弥
が
制
作
し
た
曲
に
は
〈
金
札
〉
や
〈
江

口
〉
な
ど
神
の
本
体
が
出
現
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
観
阿
弥
自
身
が
得
意
と

し
た
と
さ
れ
る
〈
吉
野
静
〉
や
〈
自
然
居
士
〉
な
ど
は
典
型
的
な
現
在
能
で

あ
る
。 

ま
た
、
世
阿
弥
が
多
く
の
夢
幻
能
を
制
作
し
た
こ
と
で
、
世
阿
弥
の
死
後

も
そ
れ
を
範
と
し
た
夢
幻
能
の
様
式
を
も
つ
作
品
が
作
ら
れ
て
い
く
。
世
阿

弥
の
女
婿
に
あ
た
る
金
春
禅
竹
に
よ
る
〈
定
家
〉〈
芭
蕉
〉
な
ど
は
典
型
的

な
夢
幻
能
で
あ
り
、
作
者
は
不
詳
で
あ
る
も
の
の
今
日
で
も
上
演
頻
度
が
多
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い
〈
三
輪
〉〈
野
宮
〉〈
東
北
〉
な
ど
も
世
阿
弥
以
後
に
成
立
し
た
夢
幻
能
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
観
世
信
光
ら
に
よ
っ
て
、
戦
国
時
代
と
い

う
時
代
背
景
の
も
と
、〈
紅
葉
狩
〉〈
安
宅
〉〈
正
尊
〉〈
船
弁
慶
〉
な
ど
大
人

数
が
舞
台
上
で
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
劇
を
繰
り
広
げ
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
形
の
現
在
能
も
数
多
く
作
ら
れ
て
い
っ
た
。 

作
ら
れ
た
能
作
品
の
在
り
方
だ
け
で
な
く
、
能
作
理
論
を
提
示
し
た
世
阿

弥
伝
書
に
お
い
て
も
、
夢
幻
能
的
な
在
り
方
が
こ
と
さ
ら
区
分
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
総
合
的
な
能
理
論
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
』『
花
鏡
』『
拾
玉
得
花
』

や
能
の
制
作
理
論
で
あ
る
『
能
作
書
』
な
ど
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
古
作
の

能
や
自
ら
が
制
作
し
た
能
を
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
を
設
け
て
分
類
し
て
い
る
。

『
申
楽
談
儀
』
に
は
複
式
夢
幻
能
の
「
複
式
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。

「
二
切
に
て
、
入
る
替
る
能
は
書
き
易
き
也
。
そ
の
ま
ま
す
る
能
に
は
、
目

に
離
れ
た
る
所
を
書
く
べ
し
。
こ
れ
大
事
な
り
」

  (7)
と
あ
る
が
、
こ
の
「
二

切
に
て
入
る
替
る
能
」
が
「
複
式
」
を
示
す
が
、
た
だ
し
「
夢
幻
」
に
つ
い

て
の
言
及
は
な
い
。 

 

伝
書
が
書
か
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
区
分
法
は
異
な
る
も
の
の
、
初
期
に
は

女
体
・
軍
体
・
老
体
の
三
体
と
い
う
区
別

  (8)
や
、「
妙
風
・
感
風
・
意
風
・

見
風
・
声
風
」
と
い
う
五
位
と
い
う
芸
風
の
区
別

  (9)
や
、
さ
ら
に
そ
れ
を
進

め
た
「
上
三
花
・
中
三
位
・
下
三
位
」
を
三
つ
に
区
分
す
る
九
位
と
い
う
芸

位
(10)
を
設
定
し
て
い
る
も
の
の
、
異
類
の
も
の
が
登
場
す
る
能
を
他
と
分
け

て
考
え
る
と
い
う
発
想
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

現
代
で
は
、
明
ら
か
に
人
間
で
は
な
い
異
類
の
も
の
が
主
と
し
て
登
場
す

る
作
品
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
や
ホ
ラ
ー
映
画
な
ど
と
分
類
し
て
い
る
が
、

夢
幻
能
と
い
う
呼
称
が
昭
和
に
な
っ
て
広
ま
る
ま
で
、
異
類
の
も
の
を
分
類

し
よ
う
と
す
る
兆
候
は
う
か
が
え
な
い
。
夢
幻
能
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を

す
る
こ
と
で
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
世
界
」
や
「
異
類
の
も
の
」
を
明
示
し
よ
う

と
す
る
意
識
は
、
中
世
で
は
な
く
近
代
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
わ
か

る
の
は
、
何
を
現
実
と
み
な
し
何
を
虚
構
と
す
る
か
に
つ
い
て
の
昭
和
以
降

の
世
界
観
で
あ
る
。 

 
  
  

三三
、、
能能
にに
おお
けけ
るる
「「
現現
在在
」」  

 

前
節
に
お
い
て
、
夢
幻
能
と
い
う
能
の
区
分
は
近
代
に
入
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
夢
幻
能
的
在
り
方
は
近
世
ま
で
、
あ
え
て
そ
の
特
殊
性
を
説

明
す
べ
く
形
容
詞
を
冠
し
た
り
説
明
を
付
与
し
た
り
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
能
の
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
ら
れ
方
を
見
る
限
り
、
中
世

の
人
々
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
夢
幻
の
世
界
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
能
作

品
と
し
て
は
「
現
在
」
を
描
く
も
の
の
方
が
特
殊
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
節
で
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
施
さ
れ
た
分
類
と
し
て
、

〈
現
在
～
〉
と
冠
さ
れ
る
一
群
の
能
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

あ
る
主
流
の
在
り
よ
う
に
対
し
て
、「
子
供
用
～
」「
薬
用
～
」
の
よ
う
に

形
容
詞
を
冠
し
て
そ
の
使
用
法
や
様
態
の
特
殊
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
場
合
、
想
定
さ
れ
る
一
般
的
な
使
用
法
や
使
用
者
が
あ
り
、
そ
れ

か
ら
外
れ
る
場
合
、
例
え
ば
手
動
で
動
か
す
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
機
器
に
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「
全
自
動
～
」
と
つ
い
た
り
、
大
半
が
手
書
き
を
す
る
と
想
定
さ
れ
る
用
紙

に
「
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
用
～
」
な
ど
の
説
明
が
な
さ
れ
た
り
す
る
。
ど
ち
ら

が
特
殊
で
ど
ち
ら
が
一
般
か
と
い
え
ば
、
形
容
詞
が
冠
さ
れ
る
方
が
特
殊
と

い
え
る
。 

〈
忠
度
〉
や
〈
俊
成
忠
度
〉
と
い
う
先
行
す
る
作
品
に
対
し
て
、
後
発
で

制
作
さ
れ
た
能
に
〈
現
在
忠
度
〉
と
名
付
け
ら
れ
る
作
品
が
あ
る
。
同
様
に

〈
鵺
〉
に
対
し
て
〈
現
在
鵺
〉、〈
巴
〉
に
対
し
て
〈
現
在
巴
〉
な
ど
と
い
っ

た
「
現
在
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
作
品
群
が
存
在
す
る
。〈
現

在
～
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
も
つ
能
作
品
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
先
行
す
る

能
を
も
つ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
先
行
す
る
能
の
ほ
と
ん
ど
が
夢

幻
能
で
あ
る
。 

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
作
者
付
や
名
寄
を
見
る

と
、
能
の
台
詞
や
歌
詞
で
あ
る
詞
章
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
も
は
や
タ

イ
ト
ル
し
か
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
含
め
、
成
立
年
代
を
考

慮
せ
ず
に
単
純
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
ら
は
併
せ
て
五
十
五
曲
(11)

を
数
え
る
。
こ
の
〈
現
在
～
〉
と
い
う
一
群
の
能
作
品
の
詞
章
を
見
て
ゆ
く

と
、
概
ね
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

今
太
閤
は
現
代
の
天
下
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、〈
現
在
忠
度
〉
と
い

う
タ
イ
ト
ル
が
そ
の
用
法
と
同
じ
だ
と
す
る
と
、
昔
作
ら
れ
た
〈
忠
度
〉
と

い
う
能
に
対
し
て
「
今
の
時
代
に
新
し
く
作
ら
れ
た
〈
忠
度
〉」
と
い
う
意

味
と
な
る
。
だ
が
、〈
現
在
～
〉
と
い
う
作
品
は
ど
れ
も
、
今
太
閤
の
よ
う

な
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
定
の
時
間
と
空
間
を
登
場

人
物
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
、
物
語
が
現
在
進
行
形
で
進
ん
で
い
く
こ
と
、

例
外
は
あ
る
が
舞
台
上
の
登
場
人
物
が
基
本
的
に
生
き
て
い
る
人
物
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
舞
台
の
な
か
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う

内
容
的
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
現
在
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

具
体
的
な
例
を
紹
介
し
た
い
。 

能
〈
忠
度
〉
は
、
能
の
良
作
の
例
を
問
わ
れ
た
世
阿
弥
が
〈
井
筒
〉
と
共

に
挙
げ
た
、
世
阿
弥
作
の
著
名
な
夢
幻
能
で
あ
り
、
現
在
で
も
上
演
頻
度
が

高
い
人
気
曲
で
あ
る
。
旅
僧
が
桜
木
の
下
で
老
人
と
行
き
会
い
、
そ
の
地
が

平
忠
度
最
期
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
旅
寝
す
る
僧
の
夢
に
忠

度
の
霊
が
正
体
を
現
し
、
自
ら
の
和
歌
が
『
千
載
集
』
に
採
ら
れ
な
が
ら
も

読
み
人
知
ら
ず
と
さ
れ
た
無
念
と
、
合
戦
で
岡
部
六
弥
太
に
討
た
れ
た
様
を

見
せ
る
、
と
い
っ
た
筋
書
き
を
も
つ
。 

そ
れ
に
対
し
て
〈
現
在
忠
度
〉
は
、
シ
テ
を
藤
原
俊
成
と
し
、
ワ
キ
を
出

さ
ず
に
ツ
レ
と
し
て
平
忠
度
が
登
場
す
る
。
平
家
の
都
落
ち
の
際
、
勅
撰
和

歌
集
に
自
ら
の
和
歌
を
採
録
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
伝
え
る
た
め
俊
成

の
元
へ
来
訪
し
た
忠
度
に
、
俊
成
が
採
録
を
承
知
し
、
和
歌
の
師
弟
で
名
残

を
惜
し
み
男
舞
の
相
舞
を
見
せ
る
と
い
う
曲
で
あ
る
。
忠
度
・
俊
成
の
双
方

が
生
き
て
お
り
、
師
を
訪
い
勅
撰
集
へ
の
採
録
が
承
知
さ
れ
る
、
と
い
う
一

連
の
過
程
が
描
か
れ
る
現
在
能
で
あ
る
。 

ま
た
能
〈
鵺
〉
は
、『
平
家
物
語
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
源
頼
政
の
鵺
退
治

を
本
説
と
す
る
曲
で
あ
る
。
シ
テ
が
鵺
の
亡
魂
で
あ
り
、
里
人
の
姿
で
旅
僧

の
前
に
現
れ
頼
政
に
退
治
さ
れ
た
有
り
様
を
物
語
る
と
鵺
の
霊
の
正
体
を
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現
し
、
頼
政
が
剣
を
賜
り
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
、
自
分
は
う
つ
ぼ
舟
に
押
し

込
め
ら
れ
て
淀
川
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
仕
方
話
で
物
語
る
と
い
う
典
型
的

な
夢
幻
能
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
能
〈
現
在
鵺
〉
は
、
同
じ
く
近
衛
天
皇
の
禁
裏
を
騒
が
せ

た
鵺
退
治
を
題
材
と
し
て
い
る
が
、
ワ
キ
を
頼
政
と
し
て
、
頼
政
が
現
在
進

行
形
で
シ
テ
の
鵺
を
退
治
す
る
様
子
を
見
せ
て
ゆ
く
現
在
能
で
、
ワ
キ
が
事

実
上
の
主
役
で
あ
り
、
シ
テ
で
あ
る
鵺
は
無
言
で
退
治
さ
れ
る
ば
か
り
の
役

で
あ
る
。 

他
に
も
〈
現
在
敦
盛
〉〈
現
在
海
士
〉〈
現
在
鵜
飼
〉〈
現
在
善
知
鳥
〉〈
現

在
巴
〉〈
現
在
錦
木
〉
な
ど
が
、
先
行
す
る
夢
幻
能
の
題
材
や
登
場
人
物
を

そ
の
ま
ま
に
、
明
確
な
時
代
・
場
所
で
、
舞
台
上
の
登
場
人
物
が
生
き
て
い

る
状
態
で
時
間
経
過
を
共
に
し
て
ゆ
く
状
態
が
描
か
れ
て
い
る
。 

た
だ
し
〈
現
在
～
〉
と
い
っ
て
も
例
外
的
な
曲
も
あ
り
、
〈
現
在
難
波
〉

〈
現
在
七
面
〉
は
典
型
的
な
夢
幻
能
で
あ
る
。〈
難
波
〉
と
〈
現
在
難
波
〉

の
大
き
な
相
違
点
は
シ
テ
が
木
花
開
耶
姫
か
天
太
玉
神
か
と
い
う
点
で
あ

る
た
め
、〈
現
在
難
波
〉
に
お
け
る
「
現
在
」
の
用
法
は
今
太
閤
と
同
様
、

作
ら
れ
た
当
時
の
現
代
作
品
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。〈
七
面
〉
と
〈
現
在

七
面
〉
は
と
も
に
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
、〈
現
在
七
面
〉
の
方
が
古
い
作
品

と
さ
れ
て
お
り
、
先
行
す
る
夢
幻
能
を
現
在
能
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
ら
は
先
述
し
た
特
定
の
時
間
と
空
間
を
登
場
人
物
が
共
有
し
、

物
語
が
現
在
進
行
形
で
進
み
、
舞
台
上
の
登
場
人
物
が
生
き
て
い
る
人
物
で

あ
る
と
い
う
共
通
項
か
ら
は
外
れ
る
。 

能
本
の
数
は
、
わ
か
る
も
の
だ
け
で
も
約
二
千
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
諸

流
を
通
じ
て
現
行
曲
は
約
二
百
四
十
曲
で
あ
る
。
詞
章
が
残
存
し
な
い
曲
に

つ
い
て
は
筋
書
き
す
ら
確
か
め
よ
う
が
な
く
、
名
寄
に
す
ら
残
ら
ず
消
え
た

作
品
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
残
さ
れ
た
曲
が
偶
然
に
も
例

外
的
な
特
徴
を
持
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
、

〈
現
在
～
〉
と
名
付
け
ら
れ
た
能
は
、
生
き
た
人
間
同
士
が
あ
る
時
と
場
所

に
お
い
て
対
立
や
葛
藤
を
繰
り
広
げ
る
と
い
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
形
式
の
能
が
異
類
の
も
の
が
登
場
す
る
夢
幻
の
世
界
を
描

く
能
に
比
し
て
、
一
般
と
特
殊
で
い
え
ば
特
殊
な
方
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

   
  

四四
、、
冥冥
顕顕
論論
とと
はは  

 

近
年
、「
冥
」
の
世
界
と
「
顕
」
の
世
界
の
両
界
か
ら
中
世
の
思
潮
を
考

究
す
る
「
冥
顕
論
」
と
い
う
学
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
末
木
文
美
士
は
中

世
か
ら
近
世
に
お
け
る
仏
教
の
思
想
構
造
を
再
構
築
す
る
た
め
の
分
析
概

念 

 (12)
と
し
て
、
池
見
澄
隆
は
仏
典
・
教
説
だ
け
で
は
な
く
日
記
や
軍
記
、

説
話
、
絵
画
資
料
な
ど
も
視
野
に
入
れ
た
中
世
人
の
世
界
観
を
示
す
概
念 

 (13)
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
冥
・
顕
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

冥
界
と
は
非
日
常
・
超
越
的
な
領
域
を
指
し
、
対
し
て
顕
界
と
は
我
々
の

生
き
て
い
る
日
常
・
現
実
の
領
域
を
指
す
。「『
顕
』
の
世
界
が
感
覚
で
捉
え

ら
れ
、
合
理
的
な
理
法
で
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
冥
』
の
領
域
は
そ
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の
よ
う
な
理
解
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
が
神
仏
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
も
無

秩
序
の
カ
オ
ス
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
理
法
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
人
間
に
は
把
握
で
き
な
い
。『
冥
』
の
世
界
は
こ
の
世
界
と
別
個
に
存
在

す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
を
背
後
か
ら
動
か
す
不
思
議
な
力
で
も
あ
る
。

人
は
『
冥
』
の
力
を
畏
れ
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(14)
の
で
あ
っ
て
、
歴

史
の
背
後
に
あ
っ
て
現
実
を
動
か
し
て
い
る
の
は
冥
界
の
存
在
の
は
た
ら

き
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

拙
論
「
謡
曲
『
葵
上
』
に
お
け
る
シ
テ
一
人
主
義
」
(15)
で
は
、
こ
の
「
冥

顕
構
造
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
能
〈
葵
上
〉
を
分
析
し
、
中
世
の
人
々

の
心
性
に
迫
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
試
み
た
。
冥
顕
の
構
造
が
夢
幻
能
を

読
み
解
く
公
式
と
し
て
用
い
る
の
に
有
効
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
冥
・
顕
の
語
彙

を
い
か
に
使
用
し
た
か
を
詳
細
に
検
討
し
た
諸
論
考
に
触
れ
、
大
隅
和
雄
が

『
愚
管
抄
を
読
む
』
(16)
で
行
っ
た
冥
界
・
冥
衆
の
定
義
を
根
拠
と
し
て
能
作

品
を
読
み
解
く
こ
と
に
は
方
法
的
限
界
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
至
り
、
そ
れ

を
拙
論
「
能
《
卒
都
婆
小
町
》
に
お
け
る
冥
顕
構
造
」
(17)
に
お
い
て
考
察
し

た
。
だ
が
、
大
隅
説
に
基
づ
く
冥
衆
の
定
義
か
ら
能
作
品
を
分
析
す
る
こ
と

は
方
法
的
に
控
え
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
こ
の
冥
顕
の
二
世
界
観
、
と
り
わ

け
「
冥
の
世
界
か
ら
顕
の
世
界
は
見
え
る
が
そ
の
反
対
は
な
い
」
と
い
う
視

点
は
、
や
は
り
能
を
読
み
解
く
上
で
有
効
な
見
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

前
節
で
は
能
に
お
け
る
「
現
在
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
と

り
わ
け
池
見
の
主
張
す
る
「
冥
の
世
界
か
ら
顕
の
世
界
は
見
ら
れ
て
い
る
が
、

顕
の
世
界
か
ら
冥
の
世
界
は
見
え
な
い
」
と
い
う
視
点
に
の
み
限
っ
て
、
冥

顕
構
造
か
ら
見
た
能
に
お
け
る
虚
構
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
は
池
見
、

末
木
の
両
氏
の
説
に
基
づ
き
「
冥
顕
構
造
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
枠
組
み

を
簡
略
に
紹
介
し
よ
う
と
思
う
が
、
両
氏
は
大
隅
和
雄
の
冥
衆
・
冥
官
の
定

義
を
前
提
と
し
て
立
論
し
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
そ
の
大
隈
説
に
つ
い
て
確

認
す
る
。 

鏡
物
や
軍
記
物
、
寺
社
縁
起
な
ど
一
連
の
歴
史
叙
述
は
、
基
本
的
に
は
編

年
体
で
書
か
れ
ク
ロ
ニ
ク
ル
で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し

た
歴
史
叙
述
も
単
な
る
年
表
で
は
な
く
、
事
件
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
や
、

歴
史
の
運
行
を
決
定
づ
け
る
根
源
が
年
代
記
の
背
後
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
が
表
れ
る
。 

『
愚
管
抄
』
は
、
目
に
見
え
な
い
神
仏
や
怨
霊
の
世
界
で
あ
る
「
冥
」
と
、

目
に
見
え
る
現
実
世
界
で
あ
る
「
顕
」
の
二
世
界
の
交
感
・
相
克
に
よ
っ
て

歴
史
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
歴
史
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。
天
照
大

神
と
天
児
屋
命
の
二
神
の
約
諾
や
、
保
元
の
乱
以
降
の
乱
世
に
お
け
る
怨
霊

や
天
狗
の
跋
扈
な
ど
の
、
い
わ
ば
冥
界
か
ら
顕
界
へ
の
要
請
に
対
し
て
、
乱

を
鎮
め
天
皇
家
と
摂
関
家
の
体
制
護
持
を
目
指
そ
う
と
す
る
慈
円
の
意
識

が
著
述
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。 

大
隅
和
雄
は
『
愚
管
抄
』
に
基
づ
い
て
、
歴
史
の
運
行
に
作
用
す
る
冥
衆
・

冥
官
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「『
愚
管
抄
』
を
読
ん
で
い

く
と
、
人
間
の
目
に
見
え
な
い
力
は
、
次
の
よ
う
な
四
種
に
類
別
で
き
る
こ
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と
が
わ
か
る
」

 (18)
と
し
て
、
冥
界
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
世
の
中
や
歴
史
を

動
か
す
も
の
に
つ
い
て
、
①
歴
史
の
時
代
を
超
え
て
存
在
す
る
神
々
で
あ
り
、

皇
祖
神
と
し
て
の
天
照
大
神
や
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
明
神
、
②
冥
の

世
界
の
存
在
が
顕
の
世
界
に
仮
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
化
身
・
権
化
、
③
怨

霊
、
④
天
狗
・
地
狗
・
狐
・
狸
な
ど
の
邪
悪
な
魔
物
の
四
種
を
挙
げ
た
後
、

四
種
相
互
の
関
係
や
歴
史
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。  

池
見
澄
隆
は
前
述
の
大
隈
の
分
類
を
論
拠
と
し
て
、
冥
衆
の
定
義
を
①
時

代
を
超
え
て
存
在
す
る
神
々
、
②
冥
衆
が
仮
の
姿
で
現
れ
る
化
身
や
権
化
、

③
人
間
の
怨
憎
が
凝
り
固
ま
っ
て
現
れ
る
怨
霊
（
仏
法
で
調
伏
で
き
る
）、

④
天
狗
・
狐
・
狸
な
ど
邪
悪
な
魔
物
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
冥
衆
は
、
人

間
に
は
見
え
な
い
力
を
持
ち
、
そ
れ
を
顕
界
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の

活
動
は
冥
助
や
冥
罰
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
作
用
は
一
方
的
で

あ
り
「…

た
と
え
ば
夢
と
い
う
回
路
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
能
力
に
よ
ら
な

い
限
り
、
顕
界
か
ら
は
不
可
視
で
あ
り
、
し
か
も
冥
界
か
ら
は
つ
ね
に
透
視

さ
れ
て
い
る
」 

 (19)
と
い
う
。
顕
界
の
人
々
に
と
っ
て
冥
界
は
冥
衆
の
存
在

す
る
領
域
で
あ
り
、
冥
衆
か
ら
は
顕
界
が
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顕
界

か
ら
冥
界
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

次
に
、
大
隈
和
雄
の
冥
衆
・
冥
官
の
定
義
に
対
す
る
批
判
的
論
説
を
紹
介

し
た
い
。
森
新
之
介
(20)
は
『
愚
管
抄
』
に
お
け
る
「
冥
」
の
十
七
の
用
例
を

具
に
検
討
し
、
慈
円
の
用
い
る
「
冥
」
の
用
例
は
す
べ
て
仏
神
の
意
か
、
道

理
や
作
為
、
作
用
の
冥
然
と
し
て
知
り
が
た
い
こ
と
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
と
し
、
清
水
正
之
や
田
中
綾
子

 (21)
を
引
用
し
な
が
ら
、
怨
霊
や
天
狗
、

怨
霊
邪
鬼
な
ど
が
「
冥
」
の
世
界
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
大

隈
が
触
れ
て
い
な
い
こ
と
、『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
は
、
単
に
人
間
の
目
に

見
え
な
い
も
の
す
べ
て
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
、
神
々
や
仏
・
菩
薩
な
ど
、

時
間
や
空
間
を
超
越
し
て
「
顕
」
の
世
界
に
対
し
て
正
し
い
影
響
力
を
も
つ

権
威
あ
る
存
在
を
冥
衆
と
み
な
し
て
お
り
、『
愚
管
抄
』
の
い
う
「
冥
」
は

悪
神
邪
神
を
包
含
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
退
治
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
研
究
は
、『
愚
管
抄
』
を
は
じ
め
と
し
た
諸
文
献
に
現
れ
る
冥

の
語
義
を
用
例
に
即
し
て
精
査
し
、
そ
の
文
献
に
お
け
る
冥
・
顕
の
概
念
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
隅
の
冥
概
念
は
解
釈
を
拡
大
し
す
ぎ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
森
の
指
摘
は
ご
く
正
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
愚
管
抄
』
に
お
け
る
冥
衆
・
冥
官
と
は
、
大
隅
が
挙
げ
た
①
の
仏
神
の
み

に
し
か
あ
た
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
た
め
、
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
基
準
に
よ
っ
て

『
愚
管
抄
』
に
お
け
る
冥
・
顕
の
語
彙
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
り
、
そ
の
定

義
を
根
拠
と
し
て
、
安
易
に
夢
幻
能
の
シ
テ
を
冥
衆
と
み
な
し
た
り
す
る
よ

う
な
こ
と
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
冥
顕
論
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
中
世
人
の
意
識
に

通
底
す
る
冥
・
顕
と
い
う
世
界
観
を
探
求
す
る
立
場
を
指
す
。「…

冥
・
顕

の
精
神
と
は
、
中
世
を
念
頭
に
お
い
て
い
え
ば
、
決
し
て
頂
点
的
思
想
家
の

み
に
み
ら
れ
る
個
性
的
か
つ
体
系
的
思
想
の
類
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

宗
教
家
の
言
説
か
ら
貴
族
の
日
記
、
軍
記
物
や
説
話
、
は
て
は
絵
画
資
料
に

至
る
ま
で
多
層
的
に
幅
広
く
み
ら
れ
る
、
人
間
と
世
界
を
め
ぐ
る
思
惟
と
感
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性
の
枠
組
み
」

 (22)
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
隈
説
に
お

け
る
冥
衆
・
冥
官
の
定
義
を
離
れ
、
中
世
資
料
を
読
み
解
く
際
の
方
法
概
念
、

操
作
概
念
と
し
て
冥
・
顕
の
定
義
を
新
た
に
措
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
問
題
と
な
る
の
は
新
し
く
立
て
る
べ
き
定
義

の
妥
当
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
『
愚
管
抄
』
に
見
ら
れ
る
冥
顕
の
在
り
方
に

比
す
る
よ
う
な
一
定
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を

定
義
づ
け
す
る
ま
で
の
余
力
は
な
い
が
、「
見
ら
れ
て
い
る
ー
見
え
な
い
」

と
い
う
要
素
の
み
を
ひ
と
つ
の
分
析
概
念
と
し
て
考
え
た
場
合
、
能
が
描
く

虚
構
と
中
世
の
人
々
が
捉
え
る
現
実
の
在
り
方
の
一
端
が
見
え
て
く
る
。
次

節
で
は
そ
れ
を
検
証
し
て
み
た
い
。  

 
  
  

五五
、、
現現
実実
をを
ああ
らら
わわ
すす
夢夢
幻幻
能能
、、
虚虚
構構
とと
しし
てて
のの
現現
在在
能能  

 

複
式
夢
幻
能
は
前
場
と
後
場
か
ら
な
る
二
場
構
成
で
あ
る
た
め
複
式
と

称
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
場
の
間
に
そ
の
土
地
の
村
人
や
漁
師
の
役
で
「
間
狂

言
」
が
登
場
す
る
。
夢
幻
能
に
つ
い
て
事
典
的
な
説
明
や
学
術
的
な
論
究
を

調
査
し
て
も
、
こ
の
間
狂
言
の
存
在
は
ほ
ぼ
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
こ
の
人
物
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
野
が
開
け
て
く
る
。 

 

狂
言
方
が
演
じ
る
こ
の
里
人
や
山
人
は
、
そ
の
地
に
伝
わ
る
伝
説
や
歌
枕
、

歴
史
的
人
物
に
つ
い
て
ワ
キ
の
旅
僧
に
解
説
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
村
人

は
そ
の
件
に
つ
い
て
と
て
も
詳
し
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
村
人
は
、
当
該
の
鬼

や
物
の
精
、
歴
史
的
人
物
の
幽
霊
を
見
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

夢
幻
能
の
シ
テ
は
、『
愚
管
抄
』
に
あ
る
よ
う
に
歴
史
の
運
行
を
司
り
天

下
国
家
を
揺
る
が
す
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
、『
平
家
物
語
』
の
崇
徳
上
皇
や

『
太
平
記
』
の
後
醍
醐
天
皇
や
楠
木
正
成
の
よ
う
に
、
怨
霊
や
天
狗
と
な
っ

て
障
り
を
も
た
ら
す
こ
と
も
し
な
い
。
ワ
キ
の
旅
僧
に
は
溢
れ
る
ば
か
り
に

語
っ
て
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
己
の
執
心
や
残
痕
の
思
い
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
村
人
に
対
し
て
怪
奇
現
象
ひ
と
つ
お
こ
さ
ず
、
地
縛
霊
と
し
て
そ

の
地
に
凝
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ
死
ん
だ
佳
人
英
雄
の
幽
霊
、
物

の
精
、
狐
狸
妖
怪
達
は
村
人
の
前
に
姿
を
現
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
を
冥
顕
論
の
「
見
ら
れ
て
い
る
ー
見
え
な
い
」
と
い
う
在
り
方
を
想

定
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
異
類
の
も
の
は
姿
を
現
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
現

し
て
は
い
る
の
だ
が
村
人
に
は
見
え
な
い
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
安
田
登
は
『
異
界
を
旅
す
る
能
』
に
お
い
て
、
自
ら
舞

台
に
立
つ
ワ
キ
方
の
能
楽
師
と
い
う
立
場
か
ら
非
常
に
示
唆
に
富
む
言
及

を
し
て
い
る
。
能
〈
羽
衣
〉
で
は
、
ワ
キ
の
伯
龍
は
松
に
掛
か
っ
た
天
女
の

羽
衣
を
見
つ
け
る
。
し
か
し
「
釣
り
人
多
き
」
と
い
う
詞
章
に
あ
る
と
お
り
、

こ
の
三
保
の
松
原
に
は
恐
ら
く
他
に
も
多
く
の
釣
り
人
が
い
た
。
し
か
し
、

他
の
漁
師
達
は
羽
衣
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。 

羽
衣
は
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
見
え
た
の
は
ワ
キ
の
伯

龍
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
不
可
視
の
存
在
を
観
客
に
「
分
か
ら

せ
る
」
存
在
、
そ
れ
が
「
ワ
キ
＝
分
か
ら
せ
る
人
」
だ
か
ら
だ
(23)
、
と
安
田

は
指
摘
す
る
。 
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佐
成
謙
太
郎
は
ワ
キ
の
役
割
を
「…

ワ
キ
の
夢
幻
界
凝
視
は
、
催
眠
術
的

霊
媒
者
的
暗
示
と
な
っ
て
、
観
衆
す
べ
て
を
夢
幻
界
に
誘
導
し
て
ゆ
く
。
後

ジ
テ
の
出
現
、
夢
幻
界
情
景
の
描
出
は
、
観
衆
を
し
て
完
全
に
夢
幻
界
中
の

人
た
ら
し
め
る
」
(24)
と
し
て
い
る
。
佐
成
の
い
う
現
実
界
を
顕
界
、
夢
幻
界

を
冥
界
と
考
え
、
安
田
の
論
じ
る
よ
う
に
不
可
視
の
も
の
を
分
か
ら
せ
る
存

在
＝
ワ
キ
の
力
に
よ
っ
て
、
現
実
界
＝
顕
界
か
ら
夢
幻
界
＝
冥
界
が
見
え
る

状
態
に
な
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
夢
幻
能
が
描
く
世
界
の
な
か
に
、
冥
顕

の
構
造
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

冥
界
か
ら
顕
界
は
見
え
る
が
そ
の
逆
は
な
い
と
い
う
構
造
が
あ
る
と
仮

定
す
る
と
、
天
女
か
ら
漁
師
は
見
え
て
い
た
の
だ
が
、
漁
師
か
ら
天
女
や
羽

衣
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
釣
り
人
に
羽
衣
が
見
え
な

い
こ
と
も
、
ま
た
、
間
狂
言
と
し
て
登
場
す
る
村
人
が
幽
霊
を
見
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
状
態
で
能
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
説
明
が
つ
く
。 

 

だ
が
、
ワ
キ
の
名
も
な
き
流
浪
の
旅
僧
に
は
な
ぜ
か
そ
の
姿
が
見
え
る
の

で
あ
る
。
実
際
の
能
舞
台
で
は
、
最
初
シ
テ
と
ワ
キ
は
詞
で
会
話
を
交
わ
す
。

能
の
特
殊
な
抑
揚
は
あ
っ
て
も
そ
れ
は
日
常
会
話
で
あ
る
。
だ
が
、
何
か
を

契
機
に
韻
文
で
メ
ロ
デ
ィ
を
伴
う
謡
が
謡
わ
れ
、
背
後
で
囃
子
が
奏
さ
れ
て

ゆ
く
。
そ
し
て
そ
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ゆ
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は
や
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で
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く
、
地
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う
コ
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ス
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受
け
継
が
れ
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地
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の
謡
で
は
主
語

が
曖
昧
に
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で
、
い
ま
語
ら
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て
い
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ワ
キ
の
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の
か
シ
テ
も

の
も
か
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な
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な
っ
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ゆ
く
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潮
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達
し
た
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す
。
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ワ
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旅
路
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末
に

た
ど
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い
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ま
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と
、
シ
テ
が
か
つ
て
生
き
て
い
た
「
昔
」
と
が
溶

け
合
い
、「
い
ま
は
昔
」
と
な
る
の
で
あ
る
(25)
。  
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わ
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合
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を
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さ
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し
」
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あ
っ
て

す
ら
よ
い
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
〈
現
在
～
〉
と
冠
す
る
能
の
多
く
は
、
固
定
し
た
時
間
・

空
間
・
人
物
・
物
語
が
眼
前
で
展
開
す
る
「
昔
語
り
の
立
体
化
」
で
あ
り
、

「
虚
構
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
治
承
何
年
や
応
永
何
年
と
い
っ
た
明
確
な
時

間
と
、
一
ノ
谷
や
紫
宸
殿
や
三
輪
山
と
い
っ
た
決
ま
っ
た
場
所
が
設
定
さ
れ
、

登
場
人
物
は
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
間
同
士
で
あ
り
、
自
ら
の
発
し
た
声
の
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届
く
距
離
に
相
手
が
い
る
と
い
う
範
囲
内
で
物
語
が
進
展
す
る
。
話
の
筋
書

き
も
多
く
世
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
平
敦
盛
は
熊
谷
次
郎
直

実
に
討
た
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
巴
御
前
は
木
曾
義
仲
に
落
ち
延
び
る
こ
と
を
命

じ
ら
れ
る
。
筋
書
き
は
動
か
せ
ず
、
そ
の
物
語
に
観
客
が
入
り
込
む
余
地
は

な
い
。〈
現
実
～
〉
と
冠
す
る
能
の
方
が
、
観
客
が
能
を
見
て
い
る
そ
の
時

そ
の
場
に
存
在
し
な
い
、
す
な
わ
ち
現
実
に
は
存
在
し
な
い
虚
構
を
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
み
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
中
世
の
日
常
を
送
る
人
々
は
間
狂
言
の
よ
う
に
生
き
て
お
り
、
普
段
は

神
々
や
菩
薩
・
龍
神
、
動
植
物
の
精
霊
や
天
狗
・
鬼
、
無
念
を
残
し
た
幽
霊

の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
異
類
の
も
の
達
は
姿
を
現

さ
な
い
の
で
は
な
く
、
現
し
て
い
る
の
だ
が
自
分
達
に
は
見
る
こ
と
が
能
わ

な
い
と
い
う
「
見
ら
れ
て
い
る
ー
見
え
な
い
」
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
夢
幻
能
の
舞
台
上
で
は
、
ワ
キ
を
通
じ
て
ひ
と
と
き
そ
の
姿
を
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
中
世
の
人
々
は
生
き
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。 

〈
現
実
～
〉
と
い
う
能
の
方
が
特
殊
性
を
持
つ
と
仮
定
し
、
冥
顕
論
の
「
見

ら
れ
て
い
る
ー
見
え
な
い
」
関
係
を
も
と
に
能
を
分
析
す
る
と
き
、
中
世
の

人
々
は
、
夢
幻
能
に
対
し
て
よ
り
現
実
性
を
感
じ
、
現
在
能
の
方
に
よ
り
虚

構
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
  
  

六六
、、
おお
わわ
りり
にに  

 

冥
顕
論
に
い
わ
れ
る
「
異
類
の
も
の
に
見
ら
れ
て
い
る
が
彼
ら
を
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
感
覚
が
中
世
の
人
々
に
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
ワ
キ

に
は
、
日
頃
は
見
え
な
い
世
界
を
現
出
さ
せ
観
衆
を
引
き
込
む
舞
台
上
の
役

割
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
す
る
と
い
わ
ゆ
る
夢
幻
能
は
、
中
世
の
人
々
に
と

っ
て
そ
れ
ほ
ど
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
く
、
日
頃
は
見
え
な
い
も
の
を
見

せ
る
と
い
う
仕
掛
け
で
、
現
実
を
舞
台
上
に
写
し
と
っ
た
現
実
性
の
高
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
現
在
能
は
、
時
間
・
空
間
・
人
物
や

状
況
が
、
観
客
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
と
は
決
定
的
に
異
な
る
作
り
ご
と
を

舞
台
上
で
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
虚
構
性
が
強
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。 

能
が
い
ま
の
形
態
と
な
っ
て
か
ら
六
百
五
十
年
が
経
つ
。
昭
和
に
至
る
ま

で
、
あ
え
て
夢
幻
能
的
呼
称
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な

理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
そ
の
根
拠
と
な
る
「
見
ら
れ
て
い

る
ー
見
え
な
い
」
と
い
う
構
造
は
、
現
代
の
分
析
概
念
で
あ
る
。
仮
定
に
仮

定
を
重
ね
る
よ
う
な
進
み
行
き
を
せ
ず
、
中
世
の
言
説
に
基
づ
い
て
こ
う
し

た
世
界
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 
 

 

 
 

注注 
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田
代
慶
一
郎
『
夢
幻
能
』
朝
日
選
書
（
一
九
九
四
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七
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(2) 

『
能
楽
大
事
典
』
筑
摩
書
房
（
二
〇
一
二
）、
八
六
三
頁 
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事
典
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一
二
）、
八
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(3) 

前
掲
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『
夢
幻
能
』、
六
頁 

(4) 
佐
成
謙
太
郎
『
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大
観
』
首
巻
、
明
治
書
院
（
一
九
六
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）、 
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十
六
頁 

(5) 

横
道
萬
里
雄
「
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能
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」『
文
学
』
二
五
・
九
（
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九
五
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） 

(6) 
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新
版
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狂
言
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史
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仏
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冥
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の
問
題
』
理
想
社
（
一
九
七
〇
）

一
六
九-

一
七
〇
頁
、 

田
中
綾
子
「『
愚
管
抄
』
に
見
る
〈
冥
〉
の
観
念
に
つ
い
て
」、
聖
心
女
子

大
学
大
学
院
編
『
文
学
・
史
学
』
第
十
七
巻
（
一
九
九
五
）、
六
十
八
頁 

(22) 

前
掲
、
池
見
『
冥
顕
論
』、
十
二
頁 

(23)  

安
田
登
『
異
界
を
旅
す
る
能 

ワ
キ
と
い
う
存
在
』
ち
く
ま
文
庫 

（
二
〇
一
一
）、
二
八
頁 

(24)  

前
掲
、
佐
成
『
謡
曲
大
観
』
首
巻
、
一
〇
九
頁 

(25) 

前
掲
、
安
田
『
異
界
を
旅
す
る
能
』
五
八
頁 

 

（
さ
さ
き
・
か
お
り 

石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
） 
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