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○
、
は
じ
め
に
 
 

元
禄
三
二
一
七
〇
〇
）
年
刊
『
絵
人
狂
言
記
外
五
十
番
』
 
（
以
下
、
外
篇
と
略
称
）
 
は
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
四
種
の
版
 
 

本
狂
言
記
 
（
以
下
、
四
種
の
版
本
狂
言
記
を
総
称
し
て
 
「
狂
言
記
」
と
呼
ぶ
）
 
の
中
で
二
番
目
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
 
 

時
代
の
言
語
の
影
響
の
強
い
 
「
狂
言
記
」
 
の
中
で
は
、
内
容
や
詞
章
に
室
町
時
代
の
狂
言
に
通
じ
る
、
固
定
前
の
狂
言
の
 
「
古
相
」
 
 

を
残
し
て
い
る
点
で
、
他
の
三
種
の
 
「
狂
言
記
」
と
は
異
な
る
位
置
付
け
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
が
、
こ
の
外
篇
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
筆
者
ら
に
よ
る
総
索
引
の
作
成
な
ど
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
 
「
ま
ら
す
る
」
な
ど
 
「
古
相
」
を
示
す
用
語
や
語
法
に
つ
 
 

い
て
外
篇
全
五
〇
番
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
調
査
し
て
み
る
と
、
曲
に
よ
っ
て
特
定
の
語
の
使
用
に
偏
り
が
見
ら
れ
た
り
、
詞
章
の
記
 
 

述
程
度
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
違
い
は
外
篇
所
収
の
曲
の
出
自
・
伝
承
関
係
と
関
連
し
て
い
 
 

る
と
見
ら
れ
、
拙
稿
 
（
山
九
九
一
）
 
同
 
（
一
九
九
四
）
 
で
も
、
「
ま
ら
す
る
」
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
用
語
か
ら
こ
の
こ
と
を
論
じ
 
 

て
き
た
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
語
法
面
か
ら
見
た
違
い
を
中
心
に
調
査
者
察
し
、
さ
ら
に
複
数
の
系
統
の
狂
言
台
本
の
集
成
と
し
て
、
外
篇
の
資
料
 
 

性
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
。
 
 
 

語
法
・
用
語
か
ら
見
た
 
『
狂
言
記
外
篇
』
 
 

三
百
番
集
本
系
の
曲
の
位
置
付
け
 
 

大
 
倉
 
 

浩
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一
、
「
ま
ら
す
る
」
「
ま
す
る
」
の
使
用
か
ら
見
た
外
篇
五
〇
番
の
分
課
 
 

①
大
名
 
御
ぞ
ん
じ
の
者
。
天
下
お
さ
ま
り
目
出
度
折
か
ら
で
御
ざ
る
。
ま
い
ね
ん
一
門
中
を
よ
び
入
ま
す
る
。
太
郎
く
わ
じ
 
 

や
を
よ
び
出
し
申
つ
け
ま
ら
せ
う
と
存
る
。
あ
る
か
や
い
 
 

（
「
張
蛸
」
一
1
オ
）
 
 

こ
れ
は
外
篇
巻
一
冒
頭
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
大
名
の
名
乗
り
の
セ
リ
フ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
 
「
ま
ら
す
る
」
は
、
外
篇
の
狂
言
資
料
 
 

と
し
て
の
 
「
吉
相
」
を
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
亀
井
孝
 
（
一
九
四
四
）
 
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
狂
言
記
」
 
四
種
 
 

の
中
で
外
篇
に
だ
け
、
成
立
の
古
い
 
「
ま
ら
す
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
拙
稿
 
（
一
九
九
一
）
 
に
も
示
し
た
が
、
「
ま
 
 

ら
す
る
」
と
 
「
ま
す
 
（
る
）
」
両
語
に
つ
い
て
、
外
篇
の
仝
五
〇
番
の
曲
一
番
ご
と
の
使
用
状
況
を
調
べ
て
み
た
の
が
、
次
の
表
1
 
 

で
あ
る
。
 
 

【Hl   名  薬類似する台本  王ら十る  まする   

l 張i紺j   虎明本   十   11   

llまわ律   不 l以   

＊／㌻参   〔：〕il■l肺1三木  n   

くさこ下らr】1J、  3  

＊ユ占丞Jノ己り   こつ 三【－＝机上本  り  」1   

柳楯  
二沌もH持りト恒1【  

H怖′「：〔  

骨  ン∴ll番崇こヰ、  

lylリl  小机   
¶ 宣の根   戊lリJ／ト   1   Ⅰ7   

いろは  り  
＊γ一収川  ㌫）ニト番根本  

しぴ〕  
悪人二郎  4   2   

古湊  
歌剤撲  ⊂り尤明本  4   

十十十  い  
肌を物   虎明本  2   14   

乳切木  3   

Ⅶ＊竹′IミざるJ旨  ⑳ 二【7】‘番舅ミ本  n   26   

八幡叶  3  10  

れんじゃく  ㌧⊃戊l日本  4  15   

＊ぷす   ⑳三Fi番＃主本  0   8   

川上地蔵  「二、戊明春   3   7   

＊盆山   （⊃∴fて番築本  0   0   

心章ひ   ⊂〕戊明本   0   

昆丞］柿  5  4  

鬼A   成育本  2  2   

花1斤  0   9   

Ⅳ 確大名   虎明本   11   15   

円皮新発意  10  

かなづ地蔵  虎明本   13  

兄弟い、かひ  3  6  

かまはら   虎明本  3  6   

杭か人か  ⑳虎明本   6   

掬蹴座碧巨   虎明本   10   

まんぢう宜ひ  虎明本   3   10   

張急し狸   不 似   3   10   

手革   虎明本   4   

Ⅴ 縛簑   虎明本   3   19   

九十人  
靭∃蓑   8   

†二t  ⊂〕虎明本   4   17   

鬼漕水   虎明本   11   

女山貝戊  2   2   

人般若   3   

＊かう じ  ⑳二百番集本   4   

＊さつくわ  ⑳二二了丁番集本  0   Z5   

福の神  0   8   

（ザ欄は不明の曲、◎はほとんど一枚、○はセリフが  

かなり似る）   
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曲
に
よ
っ
て
両
語
の
用
例
数
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
曲
ご
と
に
両
語
の
用
例
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
ま
 
 

ら
す
る
」
「
ま
す
る
」
を
併
用
す
る
曲
が
最
も
多
く
、
五
〇
番
中
三
六
番
を
占
め
て
い
る
。
い
っ
ぼ
う
「
ま
ら
す
る
」
 
の
用
例
が
な
 
 

く
「
ま
す
る
」
専
用
に
な
っ
て
い
る
曲
が
一
三
番
も
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
逆
に
「
ま
す
る
」
 
の
用
例
が
な
く
「
ま
ら
す
る
」
 
 

専
用
の
曲
が
一
番
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
池
田
貴
司
 
（
一
九
五
三
）
 
の
分
類
を
表
1
に
加
え
て
お
い
た
が
、
こ
れ
と
 
「
ま
ら
す
る
」
「
ま
す
る
」
 
の
使
用
状
況
を
 
 

対
照
し
て
み
る
と
、
池
田
が
三
百
番
集
本
 
（
和
泉
流
）
 
に
近
い
と
し
た
九
番
 
（
表
1
で
＊
印
を
付
し
た
曲
）
 
で
は
、
「
ま
ら
す
る
」
 
 

が
一
例
も
な
い
こ
と
が
は
つ
き
り
す
る
。
巻
三
 
「
盆
山
」
 
で
は
、
「
ま
す
る
」
 
の
用
例
も
な
い
の
で
除
外
す
る
と
し
て
も
、
残
る
八
 
 

番
は
全
て
 
「
ま
す
る
」
専
用
の
曲
な
の
で
あ
る
。
い
っ
ぼ
う
虎
明
本
に
近
い
一
七
番
で
は
、
巻
三
 
「
心
奪
ひ
」
以
外
の
一
六
番
で
両
 
 

語
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
巻
四
「
雁
大
名
」
「
金
津
地
蔵
」
 
の
よ
う
に
 
「
ま
ら
す
る
」
 
の
用
例
数
が
多
い
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
 
 

こ
と
も
わ
か
る
。
残
る
 
「
ま
す
る
」
専
用
の
曲
は
「
い
ろ
は
」
 
「
鶏
筆
」
「
花
所
」
「
福
の
神
」
 
の
四
番
で
、
と
も
に
記
述
の
短
い
曲
 
 

の
た
め
池
田
氏
も
「
不
明
」
と
し
た
曲
ば
か
り
で
あ
る
。
池
田
氏
の
分
類
は
、
曲
の
筋
立
て
や
セ
リ
フ
の
内
容
な
ど
演
出
面
か
ら
の
 
 

比
較
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
語
の
使
用
を
基
準
に
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
分
類
が
、
固
定
前
の
狂
言
台
 
 

本
に
し
か
見
え
な
い
 
「
ま
ら
す
る
」
 
の
有
無
と
重
な
る
こ
と
は
、
外
篇
に
お
け
る
個
々
の
曲
の
系
統
・
伝
承
の
遠
い
が
使
用
す
る
語
 
 

と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
固
定
期
の
和
泉
流
の
三
百
番
集
本
に
内
容
的
に
近
い
と
い
う
九
番
は
、
 
 

用
語
の
面
で
も
国
定
前
の
狂
言
台
本
に
見
ら
れ
た
「
ま
ら
す
る
」
が
使
わ
れ
て
い
な
い
点
で
、
外
篇
の
他
の
曲
と
は
異
な
る
系
統
の
 
 

狂
言
集
団
の
台
本
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
れ
ら
九
番
は
筋
書
的
で
簡
略
な
記
述
が
多
い
外
篇
の
中
に
あ
っ
て
、
セ
リ
7
が
詳
細
に
記
さ
れ
た
分
量
の
多
い
曲
ば
か
 
 

り
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
五
 
「
さ
つ
く
わ
」
は
外
篇
最
長
の
五
丁
半
の
曲
で
、
狂
言
で
は
特
殊
な
伝
承
を
持
つ
 
「
お
り
や
る
」
が
 
 

多
く
現
わ
れ
る
こ
と
で
も
国
定
期
の
狂
言
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
曲
で
あ
り
、
巻
一
「
今
参
」
「
昆
布
売
り
」
に
も
こ
の
「
お
り
や
 
 

る
」
が
一
例
ず
つ
だ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
虎
明
本
に
近
い
と
分
類
さ
れ
な
が
ら
「
ま
ら
す
る
」
 
の
例
 
 

が
な
い
巻
三
 
「
心
奪
ひ
」
だ
が
、
虎
明
本
自
体
に
も
 
「
ま
す
る
」
専
用
の
曲
が
わ
ず
か
だ
が
存
在
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
例
外
と
は
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な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
改
め
て
こ
の
 
「
心
奪
ひ
」
を
他
の
狂
言
台
本
と
の
間
で
比
較
し
て
み
る
と
、
虎
明
本
の
 
「
心
奪
ひ
」
は
記
述
 
 

が
短
く
、
後
半
は
「
是
か
ら
は
す
こ
し
も
ち
が
は
ぬ
太
刀
ば
い
と
お
な
じ
く
」
と
い
う
ト
書
き
で
省
略
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
比
 
 

較
で
き
な
い
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
短
い
記
述
形
態
自
体
が
外
篇
の
 
「
心
奪
ひ
」
 
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
だ
 
 

ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
天
理
本
、
虎
寛
本
、
三
百
番
集
本
な
ど
と
も
大
差
が
な
く
、
「
不
明
」
と
判
断
し
て
も
よ
い
曲
と
思
わ
れ
る
。
 
 

さ
ら
に
、
「
ま
ら
す
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
他
の
 
「
不
明
」
 
の
四
番
の
中
で
は
、
巻
五
 
「
福
の
神
」
が
、
記
述
も
や
や
長
め
で
 
 

あ
り
、
拙
稿
 
（
一
九
九
四
）
 
に
お
い
て
、
用
語
の
共
通
性
か
ら
も
三
百
番
集
本
に
近
い
九
番
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
入
る
と
考
え
「
三
 
 

百
番
集
本
系
の
曲
 
（
一
〇
番
）
」
と
し
て
と
ら
え
た
曲
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
こ
れ
に
従
い
 
「
福
の
神
」
を
加
え
た
一
〇
番
を
「
三
 
 

百
番
集
本
系
の
曲
」
と
呼
ん
で
い
く
。
他
の
三
番
は
、
記
述
が
簡
略
で
短
い
点
で
、
三
百
番
集
本
に
近
い
九
番
と
は
区
別
す
べ
き
も
 
 

の
と
考
え
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
語
法
面
に
お
い
て
も
三
百
番
集
本
系
の
曲
と
そ
れ
以
外
の
曲
と
の
間
に
違
い
が
現
わ
れ
て
い
る
 
 

こ
と
を
指
摘
し
、
外
篇
の
中
で
の
三
石
番
集
本
系
の
曲
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
 
 

二
、
二
段
活
用
動
詞
の
一
段
化
 
 

ま
ず
、
二
段
活
用
動
詞
の
一
段
化
を
見
て
み
た
い
。
「
狂
言
記
」
全
体
の
一
段
化
に
つ
い
て
は
小
林
賢
次
 
（
一
九
八
一
）
 
に
詳
細
 
 

な
調
査
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
も
と
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
外
意
全
五
〇
番
の
動
詞
の
例
を
表
に
し
て
示
す
。
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段   顔  
活   括  
用   用  
動   動  詞  

段 化  
率  

形・  形・   
連   

垂  
形   

連  
形   

′∠ゝ コ＝く  

39  115  2 23    話  

48  113  114   
傍  
自  

謡  
0  11  

11,,, 

り   

ト  
40   2   3  

50  2   日            2   

き  

②
▲
伸
そ
の
方
は
何
者
な
れ
ば
某
の
名
号
を
と
な
へ
れ
ば
返
事
め
さ
る
ぞ
 
 

（
「
悪
太
郎
」
二
1
2
ウ
⑥
）
 
 

の
よ
う
な
己
然
形
で
一
段
化
し
た
例
 
（
他
に
は
正
篇
に
三
例
が
あ
る
の
み
）
 
も
あ
り
、
一
段
化
と
い
う
点
で
は
外
篇
も
他
の
 
「
狂
言
 
 

記
」
同
様
、
江
戸
初
期
の
言
語
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
で
は
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
と
そ
れ
以
外
の
曲
に
分
 
 

け
た
場
合
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
、
謡
い
・
語
り
の
例
は
二
例
と
も
三
百
番
集
本
系
の
曲
の
例
、
ト
書
き
の
五
例
は
全
て
そ
れ
以
外
の
 
 

曲
の
例
な
の
で
比
較
か
ら
除
外
し
、
会
話
・
傍
白
の
例
だ
け
を
分
け
て
示
す
。
 
 
 

＊
 
〔
 
〕
内
は
異
な
り
語
数
 
 

外
篇
の
分
量
を
反
映
し
て
用
例
数
で
は
他
の
三
種
の
「
狂
言
記
」
に
較
べ
て
少
な
い
が
、
一
段
化
率
で
他
の
 
「
狂
言
記
」
 
の
動
詞
 
 

の
場
合
と
較
べ
て
み
る
と
、
会
話
・
傍
白
部
分
で
は
、
小
林
 
（
一
九
八
一
）
 
に
よ
れ
ば
正
篇
が
の
ベ
5
5
％
、
続
篇
が
の
べ
調
％
、
拾
 
 

遺
が
の
ベ
3
3
％
で
あ
り
、
外
篇
の
3
9
％
と
い
う
一
段
化
率
も
か
な
り
の
高
率
で
あ
り
、
固
定
前
の
虎
明
本
や
天
理
本
で
は
会
話
部
分
 
 

で
3
～
4
％
と
い
う
一
段
化
率
か
ら
す
る
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
謡
い
二
語
り
で
は
一
段
化
例
が
な
く
、
逆
に
ト
書
き
で
は
会
 
 

話
・
傍
白
よ
り
高
率
と
な
る
点
で
も
他
の
三
種
の
 
「
狂
言
記
」
 
に
近
い
。
ま
た
、
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段   
括   活  
用   用  
動   動  詞   詞  

段 化  
～丘ミ  

形・  形・   
垂  連   連  

体  
形   形   

百  
25   4  2 10   番  

集   
34  3  1 5  本  系  

の  
曲   

そ  
48  111   13   れ  

以  52  110  10  外        の 曲  

用
例
数
自
体
も
少
な
い
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
で
は
そ
れ
以
外
の
曲
よ
り
一
段
化
率
が
か
な
り
低
く
、
他
の
三
種
の
「
狂
言
記
」
 
 

よ
り
も
低
い
撃
と
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
そ
れ
以
外
の
曲
の
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
一
段
化
辛
が
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
 
 

と
か
ら
も
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
以
外
の
曲
と
い
っ
て
も
、
語
彙
の
面
に
は
「
ま
ら
す
る
」
な
ど
古
い
用
語
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
 
 

語
法
面
で
は
江
戸
初
期
の
状
態
が
現
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
流
派
の
明
ら
か
な
虎
明
本
や
天
理
本
の
古
さ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
 
 

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
一
段
化
率
の
低
い
一
二
百
番
集
本
系
の
曲
に
も
一
例
で
は
あ
る
が
、
本
動
詞
以
外
に
助
動
詞
「
ら
る
」
が
一
段
 
 

化
し
た
例
が
あ
る
。
 
 
 

（
「
今
参
」
一
9
オ
⑱
）
 
 

③
▲
く
わ
L
ヤ
は
あ
。
し
う
旬
を
き
か
ふ
と
仰
引
和
利
程
に
出
さ
し
ま
せ
 
 

助
動
詞
「
る
・
ら
る
」
 
が
一
段
化
す
る
の
は
本
動
詞
よ
り
か
な
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
「
狂
言
記
」
 
で
も
正
篇
・
 
 

続
篇
に
わ
ず
か
に
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
外
篇
で
も
一
段
化
し
て
い
な
い
 
「
仰
せ
ら
る
る
」
 
の
例
が
二
〇
例
あ
り
、
一
段
化
し
た
 
 

例
は
こ
の
 
「
今
春
」
 
の
例
が
唯
一
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
も
、
江
戸
初
期
の
一
段
化
の
影
響
が
現
わ
れ
て
い
 
 

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
一
段
化
率
の
低
さ
は
固
定
前
の
古
い
狂
言
の
伝
承
で
は
な
く
、
固
定
期
の
詞
章
整
理
の
進
ん
だ
狂
言
の
影
 
 

響
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
固
定
期
の
虎
寛
本
で
も
一
段
化
率
は
虎
明
本
同
様
低
く
、
動
詞
の
二
段
活
用
を
保
持
し
て
 
 

い
る
。
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な
ど
「
致
し
枯
ら
す
」
 
「
致
す
」
「
差
す
」
「
謀
り
出
す
」
 
「
出
か
す
」
 
の
五
語
、
計
二
四
例
の
イ
音
便
形
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
音
便
化
 
 

率
は
1
8
％
ほ
ど
で
続
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
二
四
例
の
う
ち
一
五
例
は
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
 
（
「
今
参
」
 
「
魚
説
 
 

法
」
「
名
取
川
」
「
昆
布
売
り
」
 
「
相
子
」
「
竹
生
島
請
」
「
さ
つ
く
わ
」
）
 
に
現
わ
れ
て
お
り
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
全
一
〇
番
に
限
る
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
語
法
面
か
ら
は
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
も
そ
れ
以
外
の
曲
も
、
と
も
に
他
の
 
「
狂
言
記
」
 
の
場
合
と
同
じ
く
、
江
 
 

戸
初
期
の
言
語
の
影
響
が
強
く
現
わ
れ
て
お
り
、
古
い
語
法
が
特
に
三
百
番
集
本
系
以
外
の
曲
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
 
 

語
彙
の
場
合
と
遣
っ
て
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
サ
行
四
段
動
詞
の
イ
音
便
形
の
例
に
も
あ
て
は
ま
る
。
 
 

三
、
サ
行
四
段
動
詞
の
イ
音
便
 
 

「
狂
言
記
」
全
体
の
サ
行
四
段
動
詞
の
イ
音
便
形
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
 
（
一
九
九
五
）
 
に
述
べ
た
が
、
数
値
に
つ
い
て
は
 
 

総
索
引
に
拠
り
修
正
を
加
え
て
外
篇
を
中
心
に
述
べ
る
。
室
町
期
に
は
他
の
行
の
四
段
動
詞
の
音
便
同
様
活
発
で
あ
っ
た
サ
行
四
段
 
 

動
詞
の
イ
音
便
は
、
江
戸
期
に
入
る
と
衰
退
し
原
形
に
回
帰
し
て
い
く
。
し
か
し
、
固
定
前
の
虎
明
本
・
天
理
本
で
は
謡
い
や
語
り
 
 

の
部
分
を
含
め
て
こ
う
し
た
イ
音
便
形
を
活
発
に
用
い
て
お
り
、
固
定
期
の
狂
言
に
も
こ
の
状
態
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
 
 

四
種
の
 
「
狂
言
記
」
 
で
は
、
最
も
イ
音
便
形
の
多
い
続
篇
で
も
イ
音
便
化
率
1
9
％
に
と
ど
ま
り
 
（
虎
明
本
は
約
8
0
％
）
、
 
 

二
語
五
例
し
か
用
例
が
な
く
、
江
戸
期
の
サ
行
四
段
動
詞
イ
音
便
衰
退
を
反
映
し
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。
外
篇
で
も
、
 
 

り
の
例
を
除
く
と
、
 
 

⑦
き
や
つ
が
し
た
く
へ
立
越
。
た
ば
か
り
だ
い
て
き
つ
と
せ
つ
か
ん
の
く
わ
よ
う
と
 
 

⑤
一
間
四
面
の
だ
う
を
こ
ん
り
う
い
た
い
て
御
ざ
る
 
 

⑥
▲
女
房
此
刀
を
割
付
廿
ぼ
う
を
も
つ
て
さ
き
へ
ゆ
け
〈
 
 
 

⑧
▲
そ
う
し
や
一
段
で
か
い
た
。
 
 

④
こ
れ
は
ば
ん
ど
う
方
の
着
で
御
ざ
る
。
某
国
本
の
奉
公
を
い
た
し
か
ら
ひ
て
御
ざ
る
 
 

（
「
今
参
」
 
 
 

（
「
魚
説
法
」
 
 

（
「
ち
ぎ
り
木
」
 
 

（
「
竹
生
島
詣
」
 
 
 

（
「
昆
布
柿
」
 
 

一
7
オ
②
）
 
 

一
2
3
ウ
③
）
 
 

二
2
4
オ
⑧
）
 
 

三
1
オ
⑥
）
 
 

三
2
4
ウ
④
）
 
 

拾
遺
で
は
 
 

謡
い
や
語
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な
ど
五
例
が
虎
明
本
に
近
い
と
さ
れ
る
曲
の
例
で
、
残
る
四
例
は
不
明
の
 
「
ち
ぎ
り
木
」
 
「
昆
布
柿
」
「
女
山
賊
」
 
の
例
で
あ
る
。
イ
 
 

音
便
形
の
比
率
が
高
い
虎
明
本
に
近
い
と
さ
れ
る
曲
が
外
篇
に
一
七
番
も
あ
る
の
に
、
イ
音
便
形
は
わ
ず
か
に
五
例
、
音
便
化
率
も
 
 

こ
れ
ら
一
七
番
で
は
1
9
％
で
あ
り
、
虎
明
本
の
比
率
か
ら
は
は
る
か
に
低
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
曲
で
は
、
 
 
 

と
、
イ
音
便
化
率
は
3
0
％
と
「
狂
言
記
」
中
で
は
か
な
り
高
く
な
る
。
い
っ
ぼ
う
、
そ
れ
以
外
の
曲
で
は
、
 
 

（
「
連
尺
」
三
9
ウ
⑦
）
 
 

⑫
▲
商
人
日
代
殿
か
と
思
ふ
て
き
も
つ
ぶ
し
た
。
 
 

の
よ
う
に
原
形
の
例
が
目
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
三
百
番
集
本
系
の
曲
で
も
「
致
す
」
 
「
差
す
」
 
「
出
か
す
」
 
の
三
語
に
イ
音
便
形
が
多
く
 
 

現
わ
れ
る
が
、
他
の
動
詞
で
は
原
形
が
多
く
活
発
と
は
言
え
ず
、
外
篇
全
体
で
も
全
二
四
例
の
イ
音
便
形
の
う
ち
、
七
例
は
名
乗
り
 
 

や
そ
れ
に
続
く
傍
白
の
例
で
、
会
話
部
分
の
例
は
少
な
い
。
や
は
り
、
他
の
 
「
狂
言
記
」
同
様
、
外
篇
で
も
江
戸
初
期
の
言
語
の
影
 
 

響
が
語
法
面
に
は
強
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
例
が
多
く
、
そ
れ
も
特
定
の
動
詞
に
イ
音
 
 

便
形
が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
用
語
を
整
理
し
た
固
定
期
の
狂
言
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

四
、
助
動
詞
「
よ
う
」
 
 

次
に
、
語
法
だ
け
で
な
く
表
記
に
も
関
係
す
る
例
で
あ
る
が
、
助
動
詞
「
よ
う
」
 
の
例
が
注
意
さ
れ
る
。
推
量
・
意
志
の
意
の
助
 
 

動
詞
「
う
」
か
ら
分
化
し
、
一
段
活
用
系
の
動
詞
に
承
接
す
る
際
に
現
わ
れ
る
助
動
詞
「
よ
う
」
が
、
江
戸
初
期
に
成
立
し
つ
つ
あ
 
 

る
が
、
外
篇
で
は
 
「
見
る
」
 
の
場
合
に
 
 
 

⑬
捜
そ
な
た
の
心
ば
せ
を
め
で
つ
か
ふ
て
見
封
対
と
仰
ら
れ
た
。
 
 
 

⑭
さ
い
ぜ
ん
の
か
き
付
を
見
封
ふ
。
 
 
 

⑨
一
も
ん
じ
に
か
へ
り
ま
し
た
。
て
が
ら
を
い
た
い
て
御
ぎ
る
 
 

⑳
は
な
の
し
ん
を
や
く
そ
く
い
た
い
て
御
さ
る
。
 
 

た
い
 
 

⑪
▲
い
な
か
許
明
日
必
々
出
来
て
く
だ
さ
れ
い
や
 
 
 

（
「
脛
物
」
二
2
1
オ
④
）
 
 
 

（
「
心
奪
ひ
」
三
2
1
オ
⑥
）
 
 

（
「
金
津
地
蔵
」
四
8
オ
④
）
 
 

（
「
今
参
」
一
9
オ
⑤
）
 
 

（
「
名
取
川
」
二
6
ウ
⑧
）
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本
で
は
虎
明
本
・
天
理
本
で
は
「
見
う
」
 
の
例
ば
か
り
で
あ
る
が
、
虎
清
本
に
は
、
 
 
 

（
「
禁
野
」
）
 
 

㊨
ず
い
ぶ
ん
そ
れ
が
し
も
よ
い
よ
う
に
し
て
剃
封
引
 
 

な
ど
、
「
見
よ
う
」
 
の
例
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
助
動
詞
「
よ
う
」
 
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
抄
 
 

物
・
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
・
虎
明
本
な
ど
を
調
査
し
た
大
塚
光
信
（
一
九
六
二
）
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
よ
う
」
の
成
立
過
程
は
、
 
 

承
接
す
る
動
詞
を
 
 

ー
、
母
音
で
で
き
て
い
る
語
幹
二
音
節
語
 
 

即
イ
ル
 
（
居
る
・
射
る
）
 
 

旺
、
そ
れ
以
外
の
一
音
節
語
 
 

侶
ウ
ル
 
（
得
る
）
 
 

㈲
上
一
段
語
 
 

㈲
下
一
段
語
お
よ
び
フ
ル
 
（
経
る
）
、
ゾ
ル
 
（
出
る
）
 
等
 
 

灯
、
右
以
外
の
語
 
 

㈲
上
二
段
語
 
 

㈲
右
以
外
の
下
二
段
語
 
 

と
分
類
す
る
と
、
ほ
ぼ
、
 
 

加
1
川
㈲
㈲
㈲
1
㈲
サ
変
 
 
 

（
「
川
上
地
蔵
」
 
 
 

⑮
此
上
は
か
み
仏
を
た
の
ふ
で
見
う
と
思
ふ
が
。
何
と
思
ふ
ぞ
 
 

（
「
杭
か
人
か
」
 
 

⑰
▲
く
わ
し
や
こ
な
た
は
お
れ
が
心
を
た
め
し
て
見
引
と
思
ふ
て
な
さ
れ
た
か
 
 

と
「
見
う
」
 
の
形
の
例
し
か
な
く
、
こ
の
点
で
も
三
百
番
集
本
系
の
曲
と
そ
れ
以
外
の
曲
と
の
違
い
が
顕
著
で
あ
る
。
 
 

⑮
▲
太
郎
身
ど
も
は
あ
の
ぶ
す
を
見
や
う
と
お
も
ふ
 
 

な
ど
、
「
見
よ
 
（
や
）
う
」
九
例
が
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
の
み
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
曲
で
は
、
 
 

（
「
ぶ
す
」
三
1
2
オ
⑥
）
 
 

三
1
5
ウ
⑦
）
 
 

四
1
7
オ
⑦
）
 
 

固
定
前
の
台
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の
よ
う
に
、
助
動
詞
「
よ
う
」
が
既
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
外
箱
で
は
困
加
の
動
詞
に
助
動
詞
 
 

接
し
た
例
自
体
が
な
く
、
㈲
の
例
と
し
て
 
「
見
よ
う
」
が
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
現
わ
れ
る
以
外
に
は
、
 
 
 

（
「
較
猿
」
 
 

⑳
▲
大
名
今
日
は
遊
山
に
君
供
を
せ
い
 
 

の
よ
う
に
㈲
で
は
、
「
よ
う
」
が
現
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
サ
変
動
詞
「
す
」
 
に
 
 

例
が
あ
り
、
 
 
 

⑳
▲
憎
 
わ
ご
れ
う
が
。
や
ど
か
さ
ぬ
と
て
。
夜
を
あ
か
さ
ず
に
材
割
引
か
。
 
 
 

⑳
▲
シ
テ
こ
、
ろ
へ
た
。
い
る
ぞ
。
こ
れ
か
ら
叫
封
ぶ
か
。
ど
れ
か
ら
項
封
刃
ぞ
 
 
 

⑳
参
る
程
に
こ
れ
が
海
道
じ
や
。
先
此
所
に
ま
つ
て
山
忍
と
存
る
 
 

（
「
名
取
川
」
二
6
ウ
⑥
）
 
 

⑳
ゑ
き
た
い
坊
で
あ
つ
た
も
の
を
わ
す
り
や
う
と
い
た
い
た
。
 
 

の
よ
う
に
「
ワ
ス
リ
ョ
ー
」
と
い
う
発
音
を
示
し
た
と
見
ら
れ
る
例
は
あ
る
が
、
「
よ
う
」
 
の
確
例
と
な
る
も
の
は
や
は
り
な
い
。
 
 
 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
外
篇
の
 
「
見
よ
 
（
や
）
 
う
」
 
の
表
記
が
「
ミ
ョ
ー
」
 
の
段
階
な
の
か
「
ミ
ヨ
ー
」
な
の
か
、
確
定
は
で
き
 
 

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
三
百
番
集
本
系
の
曲
の
ほ
う
に
、
そ
れ
以
外
の
曲
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
表
記
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
 
 

と
は
確
か
で
あ
り
、
拠
っ
た
台
本
の
系
統
の
違
い
を
う
か
が
わ
せ
る
。
 
 
 

な
ど
 
「
し
よ
う
」
 
の
例
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
も
そ
れ
以
外
の
曲
に
も
現
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
、
助
動
詞
「
よ
う
」
 
の
確
例
 
 

は
三
百
番
集
本
系
の
曲
を
含
め
て
外
篇
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
未
然
形
が
二
音
節
以
上
の
動
詞
に
は
、
 
 

の
順
に
「
よ
う
」
が
現
わ
れ
て
い
っ
た
と
整
理
で
き
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

「
狂
言
記
」
 
の
場
合
、
他
の
三
種
の
 
「
狂
言
記
」
で
は
、
「
居
る
」
「
射
る
」
な
ど
未
然
形
が
t
音
節
に
な
る
動
詞
佃
に
承
接
し
た
 
 

⑳
▲
至
を
の
れ
を
な
に
と
し
や
う
し
ら
ぬ
 
 

㊧
▲
大
名
を
の
れ
ら
今
の
ま
に
め
つ
き
や
く
u
封
ぶ
ぞ
 
 

（
正
篇
「
笠
の
下
」
 
 
 

（
続
篇
「
雁
争
」
 
 

（
拾
遺
「
文
相
撲
」
 
 

（
「
い
ろ
は
」
 
 

（
「
ぷ
す
」
三
1
4
オ
⑳
）
 
 

四
柑
り
⑤
）
 
 

二
7
オ
⑮
）
 
 

一
5
オ
⑥
）
 
 

「
う
」
が
承
 
 

五
5
ウ
③
）
 
 

二
5
オ
②
）
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と に ほ  
こ よ ど   
ろ つ に   
で て   

撃  
9 42172   記  

正  
篇   

29 35 74   
外  

篇   

露  
6 81102  

臼   

霜  
0 521Z5  

香 集  0 25 36   
系   
曲  

五
、
原
因
丁
理
由
の
表
現
 
 

「
と
こ
ろ
で
」
 
や
「
ほ
ど
に
」
な
ど
、
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
表
現
形
式
に
も
、
固
定
前
の
虎
明
本
と
固
定
斯
の
虎
寛
本
と
の
間
 
 

で
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
小
林
千
草
（
一
九
七
三
）
 
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
小
林
 
〓
九
七
三
）
 
に
よ
る
と
、
原
 
 

因
・
理
由
の
表
現
形
式
と
し
て
虎
明
本
・
虎
清
本
・
虎
寛
本
の
大
蔵
流
の
三
つ
の
台
本
を
通
じ
て
、
「
ほ
ど
に
」
と
 
「
に
よ
っ
て
」
 
 

の
二
形
式
が
用
例
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
が
、
固
定
前
の
虎
明
本
・
虎
晴
本
で
は
「
ほ
ど
に
」
 
の
勢
力
が
最
も
強
く
、
逆
に
固
定
 
 

期
の
虎
寛
本
で
は
「
に
よ
っ
て
」
が
優
勢
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
江
戸
期
の
言
語
の
影
響
と
見
ら
れ
る
と
い
う
。
「
狂
言
記
」
で
 
 

、
 
 

の
よ
う
な
数
に
な
り
、
四
種
と
も
に
 
「
ほ
ど
に
」
 
の
勢
力
が
最
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
続
篇
が
「
に
よ
っ
て
」
 
の
用
 
 

例
数
も
「
ほ
ど
に
」
 
に
近
く
な
っ
て
お
り
、
固
定
期
の
狂
言
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
拾
遺
で
も
「
ほ
ど
に
」
が
か
な
り
優
勢
で
 
 

あ
り
、
大
蔵
流
の
狂
言
台
本
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
「
に
よ
っ
て
」
の
強
い
勢
力
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
狂
言
記
」
 
 

全
体
の
用
例
の
細
か
な
検
討
を
し
た
上
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
数
値
の
報
告
に
と
ど
め
る
が
、
外
篇
に
つ
い
て
見
る
と
、
 
 

他
の
三
種
の
「
狂
言
記
」
に
較
べ
て
「
と
こ
ろ
で
」
の
使
用
が
特
に
多
い
の
が
注
意
さ
れ
る
。
小
林
（
一
九
七
三
）
に
よ
れ
ば
、
「
と
 
 

こ
ろ
で
」
 
の
使
用
は
大
蔵
流
の
台
本
の
中
で
は
、
「
ほ
ど
に
」
「
に
よ
っ
て
」
 
の
二
形
式
に
較
べ
る
と
極
端
に
少
な
く
、
全
体
の
2
～
 
 

3
％
の
用
例
数
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
「
と
こ
ろ
で
」
の
使
用
が
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
多
い
こ
と
か
ら
、
「
ほ
ど
に
」
や
「
に
よ
っ
て
」
 
 

よ
り
も
、
「
と
こ
ろ
で
」
が
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
形
式
と
し
て
は
新
し
い
形
式
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
そ
の
新
し
い
 
「
と
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こ
ろ
で
」
が
、
正
篇
よ
り
も
外
篇
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
外
篇
の
用
例
を
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
 
 
1
2
 
 

と
そ
れ
以
外
の
曲
と
で
分
け
て
み
る
と
、
と
も
に
「
ほ
ど
に
」
が
最
も
用
例
数
が
多
い
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
で
は
「
に
よ
っ
て
」
 
 

も
か
な
り
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
と
こ
ろ
で
」
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
例
を
挙
げ
る
と
、
 
 
 

〔
「
柳
楢
」
一
1
9
オ
②
）
 
 

⑳
▲
と
の
お
の
れ
め
は
し
つ
け
が
な
い
副
竹
つ
か
は
れ
ぬ
 
 

な
ど
「
と
こ
ろ
で
」
の
用
例
は
三
百
番
集
本
系
の
曲
以
外
の
曲
に
駆
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
で
は
「
と
こ
ろ
で
」
の
ほ
う
が
「
に
よ
っ
 
 

て
」
よ
り
例
が
多
く
、
「
ほ
ど
に
」
に
次
ぐ
用
例
数
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
外
篇
の
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
、
固
定
期
の
 
 

狂
言
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
曲
で
の
「
と
こ
ろ
で
」
 
の
多
用
は
、
他
の
 
「
狂
言
記
」
や
狂
言
台
本
に
 
 

も
見
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
さ
ら
に
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。
小
林
 
（
一
九
七
三
）
 
に
よ
る
と
、
 
 

コ
リ
ヤ
ー
ド
 
『
さ
ん
げ
録
』
 
や
 
『
雑
兵
物
語
』
 
で
こ
の
 
「
と
こ
ろ
で
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
江
戸
初
期
の
短
い
 
 

期
間
、
限
ら
れ
た
位
相
で
多
用
さ
れ
て
い
た
表
現
形
式
が
外
篇
に
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
 
 

六
、
「
ご
ざ
な
い
」
 
 

外
篇
で
は
、
「
ご
ざ
る
」
 
の
否
定
表
現
形
式
と
し
て
、
 
 

（
「
今
参
」
一
7
ウ
①
）
 
 

⑳
▲
今
夢
い
や
げ
い
と
申
ほ
ど
の
事
で
は
御
ぎ
ら
ぬ
が
此
や
う
な
事
も
げ
い
に
成
ま
せ
う
か
 
 

な
ど
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
ば
か
り
で
、
「
ご
ざ
な
い
」
ほ
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
外
篇
全
体
の
用
例
数
で
も
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
三
一
例
 
 

に
対
し
「
ご
ざ
な
い
」
八
例
と
、
新
し
い
形
式
で
あ
る
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
が
優
勢
で
あ
る
。
他
の
三
種
の
 
「
狂
言
記
」
 
で
は
、
正
篇
が
 
 

「
ご
ざ
ら
ぬ
」
専
用
で
「
ご
ざ
な
い
」
 
の
例
が
な
く
、
続
篇
・
拾
遺
で
も
「
ご
ざ
な
い
」
は
各
一
例
し
か
な
く
、
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
が
 
 
 

留
主
に
を
く
。
別
や
り
が
あ
る
程
に
そ
ば
に
を
け
▲
く
わ
し
や
や
り
も
い
る
事
で
は
御
ざ
な
い
 
（
「
杭
か
人
か
」
四
1
6
オ
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
と
「
ご
ざ
な
い
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
で
は
、
 
 

⑰
▲
く
わ
L
ヤ
五
十
人
百
人
い
か
や
う
の
者
が
き
て
も
手
元
へ
よ
す
る
事
で
も
御
ぎ
ら
ぬ
▲
主
一
騎
当
千
じ
や
所
で
一
人
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◎
い
や
。
何
か
と
い
ふ
内
に
こ
れ
で
お
り
や
る
そ
れ
に
ま
た
し
ま
せ
 
 
冠
者
1
今
参
 
 

な
ど
、
「
～
さ
し
ま
せ
◆
し
ま
せ
」
と
い
う
語
形
と
、
 
 
 

丹
波
の
百
姓
1
淡
路
の
百
姓
 
 
 

⑫
▲
是
あ
げ
封
じ
跡
 
 

⑬
▲
太
郎
つ
つ
と
気
の
は
や
い
人
じ
や
ま
、
づ
ま
た
u
材
 
太
郎
1
自
分
の
妻
 
 

（
虎
明
本
「
鍋
八
撥
」
）
 
 

⑳
市
あ
ま
た
御
ざ
れ
ど
も
此
程
此
所
に
新
市
を
た
て
さ
せ
ら
れ
て
ご
ざ
あ
る
 
 

し
か
し
、
外
篇
で
は
、
こ
の
「
ご
ざ
あ
る
」
が
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
も
そ
れ
以
外
の
曲
に
も
全
く
例
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
 
 

て
み
る
と
、
外
篇
に
古
い
 
「
ご
ざ
な
い
」
が
あ
る
程
度
残
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
で
は
使
用
さ
れ
 
 

て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
「
ご
ざ
な
い
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
曲
で
も
対
応
す
る
肯
定
形
「
ご
ざ
あ
る
」
が
全
く
使
用
さ
れ
て
お
ら
 
 

ず
、
固
定
前
の
台
本
の
状
況
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
も
、
一
節
で
見
た
「
ま
ら
す
る
」
同
様
、
古
い
語
形
の
存
在
だ
け
で
外
篤
の
曲
 
 

全
て
を
固
定
前
の
狂
言
と
単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 
 

七
、
「
し
め
・
さ
し
め
」
 
 

前
述
の
 
「
ご
ざ
な
い
」
と
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
 
の
よ
う
に
、
外
篇
の
中
で
類
義
の
二
語
形
が
併
用
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
三
百
番
集
本
系
 
 

の
曲
に
は
そ
の
う
ち
の
一
方
の
語
形
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
多
く
、
命
令
表
現
に
も
、
 
 

ほ
と
ん
ど
の
用
例
を
占
め
て
い
る
。
い
っ
ぼ
う
固
定
前
の
虎
明
本
・
天
理
本
で
は
 
「
ご
ざ
ら
ぬ
」
「
ご
ざ
な
い
」
が
併
用
さ
れ
て
お
 
 

り
、
外
篇
の
三
百
番
集
本
系
の
曲
以
外
の
曲
と
似
た
状
況
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
固
定
前
の
台
本
で
は
「
ご
ざ
る
」
の
ほ
か
に
「
ご
ざ
 
 

あ
る
」
と
い
う
古
い
語
形
も
か
な
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 

の
よ
う
な
「
～
さ
し
め
・
し
め
」
と
い
う
、
二
種
類
の
語
形
が
外
篇
に
現
わ
れ
て
い
る
。
と
も
に
同
輩
以
下
の
相
手
へ
親
愛
あ
る
い
 
 
泊
 
 
 

⑳
▲
ァ
ト
内
の
人
で
は
な
け
れ
ど
も
た
の
む
う
へ
か
ら
じ
や
ほ
ど
に
持
っ
て
く
れ
さ
し
ま
せ
 
 侍
1
昆
布
売
 
 
 

（
「
昆
布
売
り
」
一
1
4
ウ
⑲
）
 
 

（
「
今
参
」
一
8
オ
⑥
）
 
 
 

（
「
昆
布
柿
」
三
2
3
ウ
⑧
）
 
 

（
「
ち
ぎ
り
木
」
二
2
4
オ
⑪
）
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は
尊
大
の
気
持
ち
で
、
軽
い
敬
意
を
伴
っ
た
命
令
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
三
種
の
 
「
狂
言
記
」
 
で
も
両
語
形
が
併
用
さ
れ
て
い
 
 

る
が
、
外
篇
の
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
は
、
「
～
さ
し
ま
せ
・
し
ま
せ
」
だ
け
が
用
い
ら
れ
「
～
さ
し
め
・
し
め
」
は
例
が
な
い
。
 
 

固
定
前
の
虎
明
本
・
天
理
本
で
も
両
語
形
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
固
定
期
の
虎
寛
本
な
ど
で
は
 
「
～
さ
し
め
・
し
め
」
 
の
ほ
う
が
多
 
 

用
さ
れ
て
い
る
。
両
語
形
の
う
ち
で
は
「
～
さ
し
め
・
し
め
」
 
の
ほ
う
が
成
立
が
古
い
と
見
ら
れ
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
が
新
し
い
 
 

語
形
の
ほ
う
だ
け
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
外
篇
の
命
令
表
現
全
体
の
比
較
も
必
要
で
あ
る
が
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
に
現
わ
 
 

れ
た
、
詞
章
の
統
一
・
整
理
の
例
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。
 
 

八
、
お
わ
り
に
 
 

三
百
番
集
本
系
の
曲
と
そ
れ
以
外
の
曲
と
の
間
で
、
語
法
の
上
で
も
様
々
な
違
い
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
 
 

そ
う
し
た
遠
い
が
、
江
戸
初
期
の
言
語
の
反
映
な
の
か
、
あ
る
い
は
流
派
の
中
で
の
詞
章
の
統
一
・
整
理
の
結
果
な
の
か
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
の
例
に
お
い
て
異
な
る
解
釈
を
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遠
い
か
ら
も
三
百
番
集
本
系
の
曲
と
、
外
篇
の
そ
れ
 
 

以
外
の
曲
と
を
区
別
す
る
妥
当
性
は
さ
ら
に
強
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
以
外
の
曲
で
も
、
古
い
語
 
 

（
6
一
 
 

形
は
 
「
ま
ら
す
る
」
 
で
は
 
「
ま
ら
せ
う
」
 
の
例
が
全
用
例
の
七
割
近
く
を
占
め
る
な
ど
、
用
法
が
類
型
化
し
て
い
る
。
外
篇
の
三
百
 
 

番
集
本
系
以
外
の
曲
に
、
固
定
前
の
狂
言
の
用
語
が
現
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
寛
永
期
に
成
立
し
た
虎
明
本
や
天
理
本
と
同
列
に
扱
 
 

う
こ
と
は
出
来
な
い
。
類
型
化
し
た
表
現
の
中
に
古
い
用
語
や
語
法
が
ま
さ
に
 
「
残
さ
れ
て
い
る
」
 
の
で
あ
っ
て
、
三
百
番
集
本
系
 
 

の
曲
以
外
の
曲
で
も
詞
章
の
整
理
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
各
流
派
の
狂
言
で
も
、
『
和
泉
家
古
本
』
 
（
承
応
～
元
 
 

禄
）
 
で
も
「
お
り
や
る
」
 
へ
の
統
一
な
ど
詞
章
の
整
理
が
始
ま
っ
て
お
り
、
延
宝
六
 
（
一
六
七
八
）
 
年
書
写
の
 
『
延
宝
・
忠
政
本
』
 
 
 

（
鷲
流
）
 
で
は
、
「
ま
ら
す
る
」
も
「
ま
ら
せ
う
」
 
の
一
例
の
み
で
あ
る
な
ど
、
外
篇
と
似
た
類
型
化
を
見
せ
て
お
り
、
狂
言
の
詞
 
 

章
の
整
理
が
虎
明
本
以
降
の
早
い
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
 
 
 

「
狂
言
記
」
 
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
何
ら
か
の
台
本
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
読
み
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
言
語
資
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（
2
）
 
小
山
弘
志
（
一
九
五
六
）
の
区
分
に
よ
る
。
 
 

料
と
し
て
の
制
約
を
持
つ
こ
と
と
な
る
が
、
他
に
現
存
す
る
、
流
派
の
明
ら
か
な
台
本
と
の
比
較
に
よ
り
、
個
々
の
曲
の
位
置
付
け
 
 

を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
狂
言
の
用
語
の
固
定
・
整
理
の
過
程
や
背
景
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
う
。
特
に
外
篇
で
 
 

は
、
三
百
番
集
本
系
の
曲
が
、
用
語
二
碍
法
の
面
か
ら
も
、
そ
れ
以
外
の
曲
と
大
き
な
相
違
を
持
つ
こ
と
が
確
認
出
来
た
。
「
古
相
」
 
 

を
残
す
と
言
わ
れ
る
外
篇
の
評
価
も
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
曲
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
「
狂
言
記
」
全
 
 

体
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
多
面
的
な
と
ら
え
方
が
今
後
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
本
稿
で
用
い
た
狂
言
記
お
よ
び
主
な
狂
言
台
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
 
）
 
内
は
略
称
。
 
 

・
『
新
板
絵
入
狂
言
記
外
五
十
番
』
 
（
外
篇
）
 
元
禄
一
三
 
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
京
都
大
学
文
学
部
蔵
初
版
（
野
田
版
）
本
を
用
い
、
東
京
 
 

大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
『
絵
人
狂
一
言
記
』
 
（
正
篇
）
 
万
治
三
 
（
一
六
六
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
『
狂
言
記
の
研
究
』
 
（
昭
五
人
 
勉
誠
社
）
を
用
 
 

し
た
 
 

・
『
続
琴
言
記
」
 
（
続
篇
）
 
元
禄
一
三
 
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
 
（
昭
六
〇
 
勉
誠
社
）
 
 

を
用
い
た
。
 
 

・
『
狂
言
記
拾
遺
』
 
（
拾
遺
）
 
享
保
一
五
 
（
一
七
三
〇
）
 
年
刊
。
北
原
保
雄
・
吉
見
孝
夫
共
著
『
狂
言
記
拾
遺
の
研
究
』
 
（
昭
六
二
 
勉
誠
 
 

社
）
 
を
用
い
た
。
 
 

・
大
蔵
虎
明
書
写
 
『
狂
言
之
本
』
 
（
虎
明
本
）
 
寛
永
一
九
 
（
一
六
四
二
）
 
年
書
写
。
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
共
著
 
『
狂
言
集
の
研
究
』
 
（
昭
 
 

四
七
～
五
人
 
表
現
杜
）
 
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
和
泉
流
 
『
狂
言
六
義
』
 
（
天
理
本
）
 
寛
永
～
正
保
ご
ろ
、
山
脇
和
泉
元
永
の
書
写
か
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
 
『
狂
言
六
義
全
柱
』
 
 

（
平
四
 
勉
誠
社
）
 
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
大
蔵
虎
貴
書
写
本
 
（
虎
寛
本
）
 
寛
政
四
 
（
一
七
九
三
）
年
書
写
。
笹
野
堅
校
訂
『
能
狂
言
』
 
（
昭
…
七
～
二
〇
 
岩
波
書
店
）
を
用
い
 
 

た
。
 
 
 

t
『
狂
言
三
石
番
集
』
 
（
三
百
番
集
本
）
 
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
共
編
 
（
昭
一
三
～
一
七
 
冨
山
房
）
 
を
用
い
た
。
底
本
は
幕
末
の
和
 
 

泉
流
狂
言
師
三
宅
庄
市
手
沢
本
を
も
と
に
し
た
も
の
。
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語法・悶語から見た『狂言記外篇』  鋸
 
（
3
）
 
亀
井
孝
（
一
九
四
四
）
 
で
は
「
言
語
様
式
の
上
か
ら
注
意
す
べ
き
は
、
元
禄
十
三
年
に
板
に
な
っ
た
狂
言
記
外
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
よ
 
 

り
も
古
相
を
示
し
て
ゐ
る
と
み
る
べ
き
点
を
含
ん
で
ゐ
て
、
時
代
の
ま
に
〈
詞
章
の
移
り
来
た
つ
た
さ
ま
を
窺
ひ
見
る
に
興
味
深
い
 
 

例
を
提
供
し
て
く
れ
る
っ
」
と
し
て
、
「
ま
ら
す
る
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
 
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
「
狂
言
記
外
五
卜
番
の
研
究
』
 
（
勉
誠
杜
 
平
成
九
年
二
月
）
。
本
稿
も
、
そ
の
解
説
篇
に
述
べ
た
こ
と
と
重
 
 

な
る
部
分
が
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
え
適
宜
句
読
点
や
濁
点
を
補
い
、
傍
線
を
施
し
た
。
さ
ら
に
、
カ
ツ
コ
内
に
曲
名
と
 
 

底
本
で
の
所
在
を
示
し
た
。
 
 

（
6
）
 
拙
稿
 
（
一
九
九
〓
 
参
照
。
 
 

〔
参
考
文
献
〕
 
 

池
田
廣
司
 
（
一
九
五
三
）
 
 
 

同
 
 
（
一
九
六
七
）
 
 

小
林
賢
次
 
（
一
九
八
一
）
 
 

三
月
）
 
 

同
 
 
（
一
九
八
九
）
 
 
 

同
 
 
（
一
九
九
三
）
 
 

小
林
千
草
 
（
一
九
七
一
こ
 
 

に
所
収
 
平
成
八
年
四
月
 
清
文
堂
）
 
 

荻
野
千
砂
子
 
（
一
九
九
五
）
 
「
「
狂
言
記
」
 
に
お
け
る
命
令
形
語
尾
の
脱
落
」
 
（
『
語
文
研
究
』
 
8
0
 
平
成
七
年
一
二
月
）
 
 

亀
井
 
孝
（
一
九
四
凹
）
 
「
狂
言
の
こ
と
ば
」
 
（
『
能
楽
全
書
 
五
』
昭
和
一
九
年
五
月
 
創
元
社
後
『
言
語
文
化
く
さ
ぐ
き
』
所
収
 
昭
和
六
 
 

一
年
吉
川
弘
文
飴
）
 
 

月
）
 
 

大
塚
光
信
（
 
 

大
倉
 
浩
 
（
 
 
 

同
 
 
（
 
 

同
 
 
（
 
 

三
省
堂
）
 
 

一
九
九
五
）
 
「
狂
言
記
に
み
る
サ
行
閃
段
動
詞
の
イ
音
便
形
」
 
（
『
筑
波
大
学
文
芸
二
言
語
研
究
 
言
語
篇
」
 
2
7
 
平
成
七
年
 
三
 
 

一
九
九
一
）
 
 

一
九
九
四
）
 
 

九
六
こ
「
助
動
詞
ヨ
ウ
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
国
文
』
三
一
巻
四
号
 
昭
和
三
七
年
四
月
 
後
『
抄
物
き
り
し
た
ん
資
科
私
注
』
 
 

「
版
本
狂
言
記
に
お
け
る
二
段
活
用
の
一
段
化
」
 
（
『
新
潟
大
学
教
育
学
部
高
田
分
校
研
究
紀
要
』
 
2
5
 
昭
和
五
六
年
 
 
 

「
話
す
行
為
を
表
す
こ
と
ば
の
待
遇
的
考
察
」
 
（
『
日
本
語
学
』
 
八
巻
二
号
 
平
成
元
年
一
一
月
）
 
 

「
言
語
資
料
と
し
て
の
和
泉
家
古
本
『
六
義
』
」
 
（
『
近
代
語
研
究
 
9
』
 
平
成
五
年
二
月
 
武
蔵
野
書
院
）
 
 

「
中
世
‖
語
に
お
け
る
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
条
件
旬
」
 
（
「
国
語
学
』
 
9
4
集
 
昭
和
四
八
年
九
月
 
後
『
中
世
の
こ
 
 
 

「
版
本
狂
一
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」
 
（
『
国
語
』
 
二
三
 
昭
和
二
八
年
九
月
）
 
 

『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
』
 
（
昭
和
四
二
年
 
風
間
書
房
）
 
 

「
『
狂
一
一
．
一
‖
記
外
篇
』
 
の
 
「
ま
ら
す
る
」
」
 
三
国
語
国
文
』
六
〇
巻
七
号
 
平
成
三
年
七
月
）
 
 

「
狂
言
記
外
篇
と
そ
の
用
語
」
 
（
『
森
野
宗
明
教
授
退
官
記
念
論
集
言
語
・
文
学
■
国
語
教
育
』
 
（
平
成
六
年
一
〇
月
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と
ば
と
資
料
』
 
に
所
収
 
平
成
六
年
一
一
月
 
武
蔵
野
書
院
）
 
 

小
山
弘
志
 
（
一
九
五
六
）
 
「
狂
言
の
変
遷
」
 
（
『
文
学
』
 
二
四
巻
七
号
 
昭
和
一
一
二
年
七
月
）
 
 

鈴
木
浩
・
渡
部
圭
介
〓
九
九
一
）
 
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
‥
思
政
本
』
 
の
国
語
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
」
（
『
日
本
近
代
諸
研
究
1
し
平
成
三
 
 

年
一
〇
月
 
ひ
つ
じ
書
房
）
 
 

蜂
谷
清
人
 
（
一
九
七
七
）
 
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
】
 
（
昭
和
五
二
年
 
笠
間
書
院
）
 
 
 

同
 
 
二
九
人
〇
）
「
狂
言
の
こ
と
ば
へ
補
）
」
 
（
『
能
楽
全
書
 
綜
合
新
訂
版
五
し
昭
和
五
五
年
八
月
 
東
京
創
元
社
）
 
 
 


