
昭
和
十
l
年
 
雑
誌
『
文
学
』
連
載
「
世
阿
弥
能
楽
論
研
究
」
解
題
 
 

昭
和
十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
雑
誌
『
文
学
』
誌
上
に
 
「
世
阿
 
 

弥
能
楽
論
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
八
回
に
わ
た
り
催
さ
れ
た
座
 
 

談
会
の
研
究
内
容
が
連
載
さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
の
座
談
会
に
つ
い
て
説
 
 

明
し
て
お
き
た
い
。
座
談
会
の
基
本
的
な
構
成
メ
ン
バ
ー
は
笹
野
塑
、
 
 

新
開
良
三
、
西
尾
実
、
野
上
豊
一
郎
、
能
勢
朝
次
、
和
辻
哲
郎
の
六
人
 
 

で
あ
り
、
第
一
回
に
の
み
能
楽
師
の
金
剛
右
京
が
、
第
四
回
に
の
み
安
 
 

倍
能
成
お
よ
び
小
宮
豊
隆
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
 
 

よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
 
『
風
姿
花
伝
』
 
（
以
下
『
花
伝
』
 
と
す
る
）
 
が
全
 
 

編
読
み
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

現
在
、
翻
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
 
『
花
伝
』
 
は
、
『
風
姿
花
伝
第
一
稽
 
 

古
条
々
』
を
二
満
目
、
『
風
姿
花
伝
第
二
物
学
条
々
』
を
二
筋
目
、
『
風
 
 

姿
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
を
三
満
目
、
『
神
儀
篇
』
を
四
着
日
、
『
奥
義
 
 

篇
』
を
五
篇
目
、
『
花
伝
第
六
花
修
』
を
六
篇
日
、
『
花
伝
第
七
別
紙
口
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昭
和
十
一
年
 
雑
誌
『
文
学
』
連
載
 
「
世
阿
弥
能
楽
論
研
究
」
 
第
三
回
詳
解
 
 

伝
』
を
七
筋
目
と
し
て
、
『
風
姿
花
伝
』
 
と
越
し
七
篇
で
一
番
と
さ
れ
 
 

（
1
）
 
 

て
い
る
。
 
 
 

こ
の
順
番
の
通
り
、
第
一
回
に
は
 
『
風
姿
花
伝
第
一
稽
古
条
々
』
、
 
 

第
二
回
に
は
 
『
風
姿
花
伝
第
二
物
学
条
々
』
 
が
扱
わ
れ
た
。
第
三
回
か
 
 

ら
第
五
回
ま
で
は
 
『
風
姿
花
伝
第
三
問
答
集
々
』
 
が
試
み
合
わ
さ
れ
、
 
 

第
五
回
に
お
い
て
 
『
問
答
集
々
』
 
の
続
き
と
 
『
神
儀
篇
』
を
終
え
、
第
 
 

六
回
は
『
奥
義
篇
』
、
第
七
回
は
『
花
伝
第
六
花
修
』
、
第
八
回
は
『
花
 
 

伝
第
七
別
紙
口
伝
』
を
検
討
し
て
い
る
。
第
四
回
の
み
メ
ン
バ
ー
も
増
 
 

や
し
、
『
問
答
集
々
』
を
か
な
り
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

こ
の
 
「
世
阿
弥
能
楽
諭
研
究
」
 
で
は
、
テ
ク
ス
ト
を
区
切
り
の
よ
い
 
 

と
こ
ろ
ま
で
読
み
上
げ
、
そ
の
後
に
各
人
が
さ
ま
ぎ
ま
な
検
討
を
加
え
 
 

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
飛
ば
す
こ
 
 

と
な
く
丹
念
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
議
論
が
談
論
風
発
に
流
れ
る
と
こ
 
 

ろ
も
あ
り
、
一
行
一
行
を
同
じ
ペ
ー
ス
で
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
 
 

い
が
、
こ
と
に
能
楽
研
究
者
で
は
な
い
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
て
の
研
究
 
 

佐
々
木
 
香
 
織
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会
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ぎ
ま
な
疑
問
や
主
張
が
展
開
さ
 
 

れ
、
世
阿
弥
伝
書
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
提
と
な
る
能
そ
の
も
 
 

の
の
在
り
方
も
明
確
と
な
り
、
思
想
的
な
立
場
か
ら
も
意
義
あ
る
見
解
 
 

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
八
回
に
わ
た
る
座
談
会
に
お
い
て
、
第
三
回
か
ら
第
五
回
で
は
 
 
 

『
風
姿
花
伝
第
三
問
答
集
々
』
 
（
以
下
『
問
答
集
々
』
と
す
る
）
を
扱
っ
 
 

て
い
る
が
、
第
三
回
座
談
会
で
は
 
『
問
答
集
々
』
 
の
中
の
九
つ
あ
る
問
 
 

答
の
う
ち
で
も
、
第
一
問
答
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
問
答
の
 
 

箇
所
に
つ
い
て
は
、
和
辻
哲
郎
、
新
関
良
三
と
い
っ
た
能
楽
研
究
者
で
 
 

は
な
い
メ
ン
バ
ー
が
、
思
想
上
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
発
言
し
て
い
る
 
 

が
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
に
集
約
で
き
 
 

る
。
第
一
に
、
演
者
と
見
所
、
役
者
と
観
客
の
関
係
が
能
と
西
洋
演
劇
 
 

と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
差
異
に
つ
い
て
、
 
 

そ
し
て
第
二
に
、
能
と
西
洋
演
劇
は
何
の
た
め
に
舞
台
活
動
を
行
う
か
 
 

と
い
う
こ
と
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
 
 

本
論
考
で
は
第
三
回
座
談
会
で
の
議
論
を
中
心
に
、
特
に
新
関
良
三
 
 

が
、
西
洋
演
劇
論
と
の
比
較
か
ら
呈
し
た
党
閥
を
め
ぐ
っ
て
、
世
阿
弥
 
 

能
楽
論
の
思
想
的
特
色
を
浮
き
彫
り
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
 
 

ポ
エ
ジ
ー
と
ア
ー
ト
 
 

こ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
は
、
野
上
豊
一
郎
、
能
勢
朝
次
、
西
尾
塞
が
 
 

能
楽
あ
る
い
は
中
世
芸
能
研
究
者
、
笹
野
堅
が
狂
言
研
究
者
で
あ
り
、
 
 

能
楽
論
研
究
と
題
し
た
研
究
会
で
は
和
辻
哲
郎
と
新
関
良
三
が
異
色
と
 
 

い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

新
関
良
三
は
東
大
独
文
科
を
卒
業
後
、
ド
イ
ツ
文
学
者
と
し
て
シ
 
 

ラ
ー
研
究
に
は
じ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
な
ど
の
西
欧
古
典
劇
の
 
 

研
究
に
も
寄
与
し
た
演
劇
学
者
で
あ
る
。
新
関
の
念
頭
に
は
西
洋
演
劇
 
 

や
そ
の
演
劇
論
が
あ
り
、
こ
の
座
談
会
で
は
、
西
洋
演
劇
論
と
世
阿
弥
 
 

能
楽
論
が
大
き
く
異
な
る
と
感
じ
た
場
合
、
そ
の
差
異
や
同
一
性
に
つ
 
 

い
て
確
認
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

間
。
抑
、
申
楽
を
始
む
る
に
、
当
日
に
の
ぞ
ん
で
、
先
座
敷
を
見
 
 

て
吉
凶
を
か
ね
て
知
る
事
は
、
如
何
な
る
事
ぞ
や
。
 
 

答
。
此
事
一
大
事
な
り
。
其
道
に
得
た
ら
ん
人
な
ら
で
は
、
こ
こ
 
 

ろ
う
べ
か
ら
ず
。
先
、
そ
の
日
 
（
の
）
 
庭
を
見
る
に
、
今
日
は
能
 
 

よ
く
出
で
来
べ
き
、
恋
し
く
出
で
来
べ
き
瑞
相
あ
る
べ
し
。
定
、
 
 

申
が
た
し
。
…
又
云
、
夜
の
申
楽
は
、
は
た
と
変
わ
る
也
。
夜
る
 
 

は
、
遅
く
始
ま
れ
ば
、
定
ま
り
て
湿
る
な
り
。
脇
の
申
楽
し
め
り
 
 

た
ち
ぬ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
能
は
直
ら
ず
、
い
か
に
も
い
か
に
も
、
 
 

よ
き
能
を
利
か
す
べ
し
。
 
 

（
『
問
答
条
々
』
第
一
問
答
）
 
 

こ
の
箇
所
で
は
ま
ず
、
「
能
」
と
い
う
語
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
 
 

和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
 
「
又
云
、
夜
の
申
楽
は
、
は
た
と
変
わ
る
也
。
…
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そ
の
ま
ま
能
は
直
ら
ず
、
…
よ
き
能
を
利
か
す
べ
し
。
」
の
部
分
で
「
申
 
 

楽
」
 
と
 
「
能
」
 
の
使
い
分
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
 
 

る
。
現
在
「
能
」
と
い
え
ば
、
物
真
似
を
歌
舞
的
に
演
じ
、
磯
子
地
謡
 
 

の
加
わ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
世
阿
弥
の
噴
は
そ
れ
を
「
申
 
 

楽
 
（
猿
楽
）
」
と
称
し
、
「
能
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
申
楽
の
構
成
要
素
 
 

と
し
て
の
音
曲
や
舞
や
働
、
物
真
似
と
い
っ
た
よ
う
な
演
技
そ
の
も
の
 
 

を
区
別
し
て
い
う
場
合
が
あ
る
と
西
尾
実
が
答
え
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
新
関
良
三
は
、
ク
ン
ス
ト
ド
ラ
マ
と
い
え
ば
芸
術
的
 
 

形
式
を
具
備
し
た
ド
ラ
マ
を
指
し
、
単
に
ド
ラ
マ
や
コ
メ
デ
ィ
ア
デ
ラ
 
 

ル
テ
と
い
っ
た
場
合
に
は
芸
術
で
は
な
く
演
技
や
俳
優
の
即
興
的
芸
を
 
 

指
す
こ
と
を
呈
示
し
、
「
申
楽
」
が
ク
ン
ス
ト
ド
ラ
マ
で
あ
り
「
能
」
 
 

が
ド
ラ
マ
に
あ
た
る
の
か
と
い
う
問
い
を
発
す
る
が
、
一
概
に
そ
う
と
 
 

も
い
え
な
い
と
い
う
結
論
と
な
る
。
 
 
 

『
風
姿
花
伝
第
一
稽
古
条
々
』
を
検
討
し
た
第
一
回
座
談
会
に
は
、
 
 

新
関
は
能
の
世
界
で
は
「
芸
」
の
よ
う
な
ア
ー
ト
を
非
常
に
大
事
に
し
、
 
 

「
戯
曲
、
台
本
」
に
あ
た
る
ポ
エ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
 
 

い
な
い
と
い
う
指
摘
を
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
、
ク
ン
ス
ト
ド
ラ
マ
と
 
 

コ
メ
デ
ィ
ア
デ
ラ
ル
テ
の
相
違
に
対
す
る
着
眼
も
、
ポ
エ
ジ
ー
と
ア
ー
 
 

ト
の
問
題
と
関
連
し
て
新
関
の
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 
 

る
。
 
 
 

ポ
エ
ジ
ー
と
ア
ー
ト
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
座
談
会
に
限
っ
た
こ
 
 

と
で
は
な
く
、
日
本
の
演
劇
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
新
開
が
必
ず
言
 
 

T
こ
 
 

及
す
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
能
と
西
洋
演
劇
を
比
較
す
る
際
、
よ
く
 
 

対
象
と
さ
れ
る
の
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
劇
で
あ
る
。
能
と
ギ
リ
シ
ャ
劇
と
 
 

の
対
比
に
つ
い
て
は
、
能
の
シ
テ
・
ワ
キ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
劇
も
プ
 
 

ロ
ト
ア
ゴ
ニ
ス
テ
ス
 
（
第
一
俳
優
）
∵
テ
ウ
テ
ル
ア
ゴ
ニ
ス
テ
ス
 
（
第
 
 

二
俳
優
）
 
と
登
場
人
物
が
少
な
い
こ
と
、
両
者
と
も
地
謡
・
コ
ロ
ス
と
 
 

い
っ
た
合
唱
団
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
女
優
が
お
ら
ず
女
性
役
も
 
 

男
性
が
行
う
こ
と
、
仮
面
劇
で
あ
る
こ
と
、
一
曲
の
上
演
中
に
狂
言
や
 
 

サ
テ
エ
ロ
ス
劇
の
よ
う
な
軽
快
酒
脱
な
劇
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
 
 

野
上
豊
一
郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
も
の
も
多
い
。
 
 
 

し
か
し
、
二
千
五
百
年
近
い
歳
月
を
経
て
も
ギ
リ
シ
ャ
劇
は
当
時
行
 
 

わ
れ
た
戯
曲
の
か
な
り
の
数
が
残
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
 
 

阿
弥
以
前
の
古
能
や
猿
楽
、
伎
楽
の
戯
曲
に
相
当
す
る
作
品
は
ほ
と
ん
 
 

ど
伝
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
最
大
の
相
通
点
で
あ
る
と
新
関
は
主
張
 
 

T
ユ
 
 

す
る
。
す
な
わ
ち
ポ
エ
ジ
ー
の
取
り
扱
い
に
相
通
が
あ
る
と
い
う
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
劇
で
は
、
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
優
劣
を
 
 

争
わ
れ
る
の
は
作
品
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
栄
誉
を
受
け
る
の
は
優
秀
 
 

作
品
を
作
っ
た
作
者
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
時
代
の
能
の
立
合
勝
負
は
、
 
 

座
が
優
劣
を
競
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
作
品
内
容
に
関
す
る
研
究
も
西
洋
で
は
進
ん
で
お
り
、
ア
 
 

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
『
詩
学
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
演
劇
理
論
も
数
多
く
 
 

作
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
演
劇
と
は
何
か
、
な
ぜ
演
劇
は
存
在
す
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る
の
か
と
い
っ
た
理
論
書
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
特
に
古
代
・
中
世
で
は
 
 

稀
少
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
演
劇
的
伝
統
で
は
ポ
エ
ジ
ー
を
重
視
 
 

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
残
存
す
る
資
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
い
う
の
が
 
 

新
関
の
主
張
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
能
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
演
劇
は
、
ア
ー
ト
を
重
 
 

視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
演
劇
祭
に
お
い
て
作
品
の
優
劣
を
競
う
な
ら
ば
、
 
 

同
じ
作
品
を
上
演
す
る
限
り
、
現
実
的
に
は
上
手
な
役
者
が
や
る
に
越
 
 

し
た
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
理
論
上
、
役
者
は
誰
で
も
よ
い
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
能
の
立
合
勝
負
は
そ
う
で
は
な
い
。
 
 

‥
・
本
座
の
一
息
、
新
座
の
花
夜
叉
、
か
れ
こ
れ
四
人
づ
つ
、
八
人
 
 

に
て
恋
の
立
合
を
せ
し
に
、
「
恨
み
は
末
も
通
ら
ね
ば
」
と
、
上
 
 
 

げ
て
言
ひ
納
む
る
声
詰
ま
り
け
れ
ば
、
一
息
咳
を
し
て
、
扇
の
か
 
 

な
め
取
直
し
、
汗
を
拭
ひ
け
る
に
、
花
夜
叉
、
「
末
も
通
ら
ね
ば
」
 
 

と
、
ぶ
と
き
り
に
言
ひ
納
め
て
、
笑
は
れ
け
り
。
「
一
息
、
花
夜
 
 

叉
に
恥
を
与
へ
け
り
」
と
、
当
座
申
し
き
。
 
 

（
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
）
 
 

こ
こ
で
は
、
老
名
人
一
息
が
声
を
詰
ま
ら
せ
た
も
の
の
、
咄
嵯
に
扇
 
 

の
か
な
め
を
取
り
直
し
、
汗
を
拭
っ
て
見
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
セ
リ
フ
 
 

の
あ
と
を
続
け
る
若
き
人
気
者
の
花
夜
叉
が
、
一
息
の
そ
の
仕
草
の
た
 
 

め
に
自
分
の
セ
リ
フ
を
上
手
く
言
い
納
め
ら
れ
ず
、
花
夜
叉
は
そ
の
せ
 
 

い
で
か
え
っ
て
恥
を
か
い
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
若
い
花
夜
叉
に
、
 
 

名
人
一
息
の
老
練
の
ア
ー
ト
が
勝
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
こ
で
見
ら
れ
る
と
お
り
、
台
本
の
良
し
悪
し
、
作
品
の
優
劣
に
よ
っ
 
 

て
能
の
立
合
勝
負
は
決
着
し
な
い
の
で
あ
り
、
う
っ
か
り
声
を
詰
ま
ら
 
 

せ
る
と
い
う
突
発
的
な
出
来
事
な
ど
に
い
か
に
対
処
す
る
か
で
、
勝
負
 
 

が
決
す
る
と
き
も
あ
る
の
で
あ
る
。
能
の
場
合
は
、
同
じ
作
品
な
ら
ば
 
 

誰
が
演
じ
て
も
同
じ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
西
洋
で
は
作
品
そ
の
も
の
と
共
に
演
劇
理
論
が
多
々
作
ら
れ
 
 

て
い
る
が
、
日
本
で
は
己
が
刻
苦
勉
励
し
て
会
得
し
た
も
の
を
伝
え
る
 
 

「
芸
談
」
が
好
ま
れ
る
。
芸
談
の
目
的
は
、
己
が
培
っ
て
き
た
本
来
な
 
 

ら
ば
一
代
限
り
の
ア
ー
ト
を
、
後
代
の
役
者
が
会
得
す
る
近
道
を
指
し
 
 

示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ポ
エ
ジ
ー
よ
り
ア
ー
ト
を
重
視
し
て
い
 
 

る
こ
と
の
証
左
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

世
阿
弥
伝
書
も
芸
論
よ
り
は
芸
談
と
類
別
し
て
よ
い
記
述
は
豊
富
に
 
 

含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
無
論
そ
れ
は
離
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
さ
 
 

ら
に
現
代
に
お
い
て
さ
え
、
こ
れ
は
と
思
う
役
者
か
ら
、
い
つ
か
ら
芸
 
 

談
を
出
版
す
る
ほ
ど
上
手
く
な
っ
た
と
訝
し
く
思
う
役
者
ま
で
、
書
店
 
 

の
演
劇
コ
ー
ナ
ー
に
は
能
、
狂
言
、
歌
舞
伎
、
文
楽
、
落
語
に
至
る
ま
 
 

で
芸
談
の
書
籍
で
溢
れ
て
い
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
ク
ン
ス
ト
ド
ラ
マ
と
コ
メ
デ
ィ
ア
デ
ラ
ル
テ
と
い
う
対
比
 
 

で
い
え
ば
、
西
洋
演
劇
は
高
度
な
演
劇
理
論
に
支
え
ら
れ
た
、
様
式
上
 
 

も
整
っ
た
優
れ
た
ポ
エ
ジ
ー
を
具
備
す
る
舞
台
を
ク
ン
ス
ト
ド
ラ
マ
と
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呼
び
、
即
興
的
な
芝
居
や
役
者
の
演
技
の
技
で
あ
る
コ
メ
デ
ィ
ア
デ
ラ
 
 

ル
テ
よ
り
高
い
位
置
に
考
え
る
。
し
か
し
能
で
は
、
必
ず
し
も
コ
メ
デ
ィ
 
 

ア
で
は
な
い
に
し
て
も
、
重
視
さ
れ
る
の
は
作
品
内
容
で
は
な
く
、
い
 
 

か
に
そ
の
時
そ
の
場
に
相
応
し
い
芸
、
す
な
わ
ち
ア
ー
ト
を
表
現
す
る
 
 

か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
は
、
何
の
た
め
に
舞
台
活
動
を
行
う
の
か
、
何
の
た
め
に
舞
台
 
 

活
動
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
能
と
西
洋
演
劇
と
の
 
 

差
異
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
 
 

間
題
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。
 
 

西
洋
演
劇
に
お
け
る
役
者
と
観
客
と
の
関
係
 
 

…
し
か
れ
ど
も
、
お
よ
そ
 
（
の
）
 
料
簡
を
以
て
見
る
に
、
神
事
、
 
 

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

ら
ず
。
さ
る
程
に
、
い
か
に
も
い
か
に
も
静
め
て
、
見
物
衆
、
申
 
 

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

所
に
、
時
を
得
て
出
で
て
 
（
一
声
）
 
を
も
上
ぐ
れ
ば
、
や
が
て
座
 
 

敷
も
時
の
調
子
に
移
り
て
、
万
人
の
心
、
為
手
の
振
綽
に
和
合
し
 
 

て
、
し
み
じ
み
と
な
れ
ば
、
な
に
と
す
る
も
、
そ
の
日
の
申
楽
は
 
 

は
や
良
し
。
 
 

（
『
問
答
集
々
』
第
一
問
答
）
 
 
 

座
談
会
に
お
い
て
、
次
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
 
「
観
客
」
 
に
つ
い
て
 
 

で
あ
る
。
こ
の
第
一
問
答
で
は
、
そ
の
日
の
吉
凶
を
知
る
た
め
に
座
敷
 
 

を
窺
う
な
ど
、
観
客
へ
の
意
識
が
高
い
こ
と
を
新
関
が
指
摘
す
る
。
ま
 
 

た
、
万
人
の
心
を
為
手
の
振
る
舞
い
に
一
致
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
 

あ
る
慮
昧
で
為
手
が
観
客
を
導
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
 
 

の
よ
う
な
行
為
の
中
に
自
分
の
芸
に
よ
っ
て
見
物
の
カ
ル
チ
ュ
ア
を
高
 
 

め
よ
う
と
い
う
意
識
は
あ
る
の
か
と
問
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
能
勢
が
、
 
 

む
し
ろ
日
の
低
い
者
に
対
し
て
は
、
そ
こ
に
順
応
し
た
田
舎
向
き
の
芸
 
 

を
す
べ
き
だ
と
世
阿
弥
は
述
べ
て
お
り
、
見
物
人
を
高
め
る
と
い
う
こ
 
 

と
を
述
べ
た
条
は
な
い
、
と
答
え
る
。
 
 
 

新
開
が
そ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
シ
ラ
ー
は
 
「
演
劇
文
化
が
低
級
な
 
 

状
況
に
い
る
の
は
作
品
を
通
じ
て
見
物
を
導
く
べ
き
役
者
が
無
能
だ
か
 
 

ら
で
あ
る
。
役
者
は
見
物
人
を
高
め
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
務
め
を
 
 

持
っ
て
い
る
」
 
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
西
洋
で
は
大
抵
 
 

の
演
劇
論
者
は
そ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
が
、
世
阿
弥
に
そ
れ
 
 

は
な
い
の
か
、
と
再
度
確
認
す
る
が
、
そ
れ
は
な
い
と
能
勢
が
答
え
る
。
 
 
 

こ
こ
で
新
開
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
演
劇
、
と
り
わ
け
啓
 
 

零
時
代
の
演
劇
論
者
に
と
っ
て
観
衆
は
、
啓
蒙
す
べ
き
対
象
で
あ
り
教
 
 

化
さ
れ
る
べ
き
蒙
昧
な
集
団
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ
や
 
 

ズ
ル
ツ
ァ
ー
ら
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
、
新
関
の
発
言
に
も
あ
っ
た
と
お
 
 

り
、
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
な
ど
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
時
代
の
演
劇
論
に
お
い
て
、
 
 

そ
れ
は
と
り
わ
け
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

33 同 化 と 教 化   



新
関
が
引
用
し
て
い
る
シ
ラ
ー
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
た
い
。
 
 
 

シ
ラ
ー
が
は
じ
め
て
舞
台
を
見
た
の
は
八
才
の
と
き
だ
と
い
わ
れ
 
 

る
。
凝
っ
た
舞
台
仕
掛
け
や
絢
欄
な
装
束
、
宙
乗
り
や
生
き
た
馬
の
登
 
 

場
。
観
衆
は
、
た
だ
華
美
な
衣
装
や
舞
台
装
置
に
感
心
す
る
ば
か
り
で
、
 
 

フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
と
い
う
自
分
た
ち
に
は
通
じ
な
い
言
語
で
 
 

演
じ
ら
れ
る
舞
台
の
内
容
を
理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
 
 
 

シ
ラ
ー
の
名
を
一
躍
世
に
知
ら
し
め
た
『
群
盗
』
が
マ
ン
ハ
イ
ム
で
 
 

上
演
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
二
十
三
才
の
時
で
あ
る
。
上
演
さ
れ
た
際
、
 
 

「
劇
場
は
精
神
病
院
に
も
似
て
い
た
。
見
物
席
に
は
、
く
る
く
る
限
を
 
 

む
く
老
、
準
を
握
り
固
め
る
者
、
し
わ
が
れ
た
叫
び
！
見
知
ら
ぬ
中
の
 
 

人
た
ち
が
互
い
に
腕
を
組
ん
で
、
咽
び
泣
く
。
婦
女
子
は
気
を
失
わ
ん
 
 

ば
か
り
に
し
て
、
よ
ろ
よ
ろ
と
扉
口
へ
と
行
く
。
そ
れ
は
煙
霧
の
う
ち
 
 

か
ら
何
か
新
し
い
ひ
と
つ
の
創
造
が
現
れ
る
、
混
沌
界
の
中
に
お
け
る
 
 

（
・
1
）
 
 

よ
う
な
、
全
体
を
挙
げ
て
の
一
様
の
飽
和
で
あ
っ
た
。
」
 
 
 

こ
の
劇
的
な
成
功
の
同
年
、
シ
ラ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
綿
集
さ
れ
た
 
；
エ
 
 

雑
誌
『
ヴ
ィ
ル
テ
ム
ブ
ル
ク
文
学
評
論
』
の
第
一
号
に
掲
載
し
た
論
文
 
 

に
、
シ
ラ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
演
劇
は
単
な
る
娯
楽
で
 
 

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
劇
作
者
は
民
衆
の
教
師
で
あ
り
、
劇
場
は
学
校
で
 
 

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
機
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
間
悲
劇
か
ら
民
衆
 
 

が
善
悪
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
演
劇
の
主
た
る
効
用
で
あ
る
。
現
 
 

在
の
ド
イ
ツ
の
劇
場
を
見
渡
す
に
、
観
衆
に
劇
作
の
内
容
を
受
け
止
め
 
 

る
力
が
な
く
、
劇
作
者
も
俳
優
も
す
べ
て
力
不
足
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

『
群
盗
』
か
ら
二
牛
後
、
冒
イ
エ
ス
コ
』
を
発
表
し
『
ド
ン
・
カ
ル
 
 

ロ
ス
』
を
構
想
す
る
中
、
シ
ラ
ー
は
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
立
ド
イ
ツ
協
会
 
 

（
＝
）
 
 

に
お
い
て
『
道
徳
的
機
関
と
し
て
の
演
劇
舞
台
』
と
い
う
講
演
を
行
う
。
 
 

こ
れ
は
題
名
が
示
す
と
お
り
、
道
徳
教
化
の
場
と
し
て
の
劇
場
と
い
う
 
 

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
叡
智
の
光
が
国
民
の
思
索
的
な
優
れ
た
 
 

部
分
か
ら
下
部
へ
と
流
れ
出
し
、
そ
こ
か
ら
柔
ら
か
な
光
線
と
な
っ
て
 
 

国
家
全
体
に
広
が
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
共
通
の
運
河
、
演
劇
舞
台
こ
そ
 
 

こ
の
運
河
で
あ
る
。
正
し
い
概
念
、
醇
化
さ
れ
た
原
理
、
純
粋
な
感
情
 
 

が
舞
台
か
ら
流
れ
出
て
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
血
管
を
通
る
。
野
蛮
で
不
可
 
 

（
7
）
 
 

解
な
迷
信
の
霧
は
失
せ
消
え
、
夜
は
光
に
席
を
譲
る
。
」
 
 
 

叡
智
の
光
の
届
か
な
い
下
部
に
は
野
蛮
で
不
可
解
な
迷
妄
の
闇
夜
が
 
 

広
が
っ
て
い
る
。
シ
ラ
ー
は
そ
れ
を
改
変
し
よ
う
と
し
た
。
レ
ッ
シ
ン
 
 

グ
が
、
も
し
我
々
が
ひ
と
つ
の
国
民
で
あ
っ
た
な
ら
国
民
演
劇
を
持
ち
 
 

う
る
の
だ
が
、
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
、
も
し
我
々
が
国
 
 

民
演
劇
を
持
つ
の
な
ら
ば
ひ
と
つ
の
国
民
と
な
れ
る
の
だ
が
、
と
い
っ
 
 

て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
数
多
の
ポ
リ
ス
が
そ
れ
で
も
ギ
リ
シ
ャ
劇
に
よ
っ
て
 
 

ひ
と
つ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
劇
に
よ
っ
て
ド
イ
 
 

ツ
国
民
が
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
目
く
ら
ま
し
 
 

や
掌
楽
的
な
宙
び
の
た
め
で
な
く
、
迷
妄
な
民
衆
を
啓
饗
し
教
化
す
る
 
 

た
め
に
郷
台
を
活
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
そ
の
姿
勢
に
は
、
自
ら
の
 
 

作
品
に
よ
っ
て
民
衆
の
カ
ル
チ
ュ
ア
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
志
が
明
確
 
 

に
働
い
て
い
る
。
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そ
し
て
、
民
衆
の
カ
ル
チ
ュ
ア
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
作
品
 
 

内
容
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
作
品
内
容
こ
そ
が
、
民
衆
を
啓
蒙
・
教
化
 
 

す
る
道
徳
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
 
 

そ
の
場
限
り
の
即
興
芸
で
は
な
く
ポ
エ
ジ
ー
を
重
視
す
る
理
由
で
は
な
 
 

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

『
群
盗
』
 
と
い
う
語
は
日
常
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
ず
、
文
学
的
に
 
 

表
現
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
通
 
 

常
、
河
野
b
e
r
と
い
え
ば
強
盗
、
略
奪
者
で
あ
る
。
啓
蒙
・
教
化
の
た
め
 
 

の
題
材
と
し
て
は
不
似
合
い
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
シ
 
 

ラ
ー
の
出
世
作
で
あ
る
こ
の
 
『
群
盗
』
 
は
、
主
人
公
が
無
法
な
社
会
に
 
 

対
し
て
復
讐
を
企
て
て
暴
力
を
以
て
立
ち
向
か
い
、
結
果
み
ず
か
ら
も
 
 

無
法
な
強
盗
・
盗
賊
と
な
る
物
語
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
義
賊
と
な
っ
た
 
 

主
人
公
は
、
最
終
的
に
は
盗
賊
で
あ
る
こ
と
の
罪
悪
、
世
の
不
正
を
誤
っ
 
 

た
形
で
正
そ
う
と
し
た
こ
と
を
悟
り
、
法
の
裁
き
を
受
け
る
覚
悟
を
す
 
 

る
の
だ
が
、
盗
賊
団
を
抜
け
る
代
償
と
し
て
、
互
い
に
愛
し
合
う
女
性
 
 

を
殺
害
す
る
と
い
う
罪
を
犯
す
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
こ
の
戯
曲
に
 
 

よ
っ
て
、
い
か
な
る
運
命
に
あ
ろ
う
と
も
破
る
べ
か
ら
ぎ
る
道
義
的
世
 
 

界
秩
序
が
あ
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
美
的
教
育
論
』
 
『
カ
リ
ア
ズ
書
簡
』
な
ど
の
美
学
論
文
は
結
 
 

論
が
明
確
で
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
美
学
論
文
の
結
論
は
オ
 
 

イ
デ
ィ
プ
ス
伝
説
に
触
発
さ
れ
た
 
『
メ
ッ
シ
ー
ナ
の
許
嫁
』
 
に
お
い
て
 
 

表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
 
 

彼
の
著
す
戯
曲
や
詩
こ
そ
が
目
指
す
べ
き
道
義
的
内
容
を
表
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
西
洋
演
劇
、
と
り
わ
け
啓
蒙
時
代
の
演
劇
論
 
 

者
の
発
想
の
中
に
は
、
劇
作
者
・
演
者
と
い
う
演
劇
舞
台
の
提
供
者
と
、
 
 

【
h
、
 
 

観
零
と
い
う
享
受
者
と
の
上
下
関
係
が
明
確
に
存
在
す
る
。
観
客
は
あ
 
 

く
ま
で
教
化
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
万
人
の
心
、
海
手
の
振
舞
に
和
合
し
て
」
と
い
う
箇
所
を
「
万
人
 
 

の
心
を
為
手
の
振
る
舞
い
に
一
致
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
 
 

で
為
手
が
観
客
を
導
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
新
関
は
と
っ
 
 

て
、
「
為
手
の
振
舞
に
和
合
」
と
い
う
表
現
を
演
者
が
観
客
を
導
く
と
 
 

発
想
し
、
演
者
が
観
客
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
る
と
い
う
発
想
を
抱
か
な
 
 

か
っ
た
が
、
そ
れ
は
や
は
り
新
関
が
、
演
者
が
観
客
を
教
化
す
る
と
い
 
 

う
西
洋
演
劇
の
方
向
性
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
た
め
だ
っ
た
か
ら
で
は
 
 

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 

能
に
お
け
る
演
者
と
見
所
と
の
関
係
 
 

こ
の
よ
う
な
西
洋
演
劇
の
在
り
方
に
対
し
て
、
能
は
正
反
対
の
立
場
 
 

を
と
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
目
利
き
の
観
衆
に
よ
っ
て
演
者
が
鍛
 
 

え
ら
れ
文
化
的
に
も
向
上
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
の
上
下
の
別
と
い
う
 
 

こ
と
で
は
な
い
。
 
 
 

む
ろ
ん
能
の
見
所
の
中
に
は
 
「
冷
え
に
冷
え
た
り
」
と
い
う
、
こ
と
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さ
ら
渋
い
芸
を
好
む
目
利
き
連
も
い
た
が
、
華
美
な
装
束
や
目
眩
ま
し
 
 

に
ど
よ
め
き
、
低
俗
な
芸
に
し
か
反
応
し
な
い
観
衆
も
い
た
。
「
・
道
 
 

俗
男
女
、
或
ハ
貴
機
上
下
、
被
物
・
禄
物
、
雨
ノ
如
ク
雲
ノ
如
シ
。
偽
 
 

（
リ
）
 
 

テ
百
ガ
九
ハ
裸
ニ
シ
テ
帰
り
、
万
ガ
八
ハ
犬
ニ
シ
テ
去
ル
。
」
猿
楽
を
 
 

見
る
も
の
は
、
道
俗
男
女
・
貴
購
を
問
わ
ず
、
猿
楽
者
に
被
き
も
の
や
 
 

禄
を
雨
の
降
る
如
く
投
げ
、
そ
れ
が
雲
の
よ
う
に
積
み
重
な
る
。
そ
れ
 
 

ゆ
え
裸
で
帰
る
も
の
あ
り
、
熱
狂
の
あ
ま
り
四
つ
這
い
に
な
っ
て
帰
る
 
 

も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
 
 
 

こ
れ
は
、
世
阿
弥
ら
が
活
躍
す
る
室
町
時
代
か
ら
約
四
百
年
前
の
平
 
 

安
時
代
の
猿
楽
の
様
子
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
父
観
阿
弥
時
代
も
さ
ほ
 
 

ど
の
変
化
は
な
い
。
品
よ
く
観
劇
す
る
寄
ば
か
り
で
は
な
い
た
め
に
、
 
 

太
平
記
に
あ
る
と
お
り
、
貞
和
五
年
六
月
の
京
都
四
条
河
原
の
桟
敷
崩
 
 

れ
事
件
な
ど
が
発
生
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
れ
で
も
、
世
阿
弥
を
は
じ
め
と
し
た
演
者
の
意
識
の
中
に
、
 
 

自
ら
の
芸
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
見
所
の
精
神
性
を
高
め
る
と
か
、
 
 

高
度
な
芸
の
鑑
賞
者
を
育
成
す
る
、
ま
し
て
や
見
所
を
道
徳
的
に
啓
蒙
、
 
 

教
化
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
な
い
。
 
 

凡
、
愚
か
な
る
輩
、
遠
国
・
田
舎
の
卑
し
き
眼
に
は
、
こ
の
長
・
 
 

位
の
上
れ
る
風
体
、
及
び
が
た
し
。
こ
れ
を
い
か
が
す
べ
き
。
こ
 
 

の
芸
と
は
、
衆
人
愛
敬
を
も
て
、
一
座
建
立
の
寿
福
と
せ
り
。
故
 
 

に
、
あ
ま
り
及
ば
ぬ
風
体
の
み
な
れ
ば
、
又
諸
人
の
褒
美
欠
け
た
 
 

こ
の
芸
は
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
以
て
、
一
座
を
成
り
立
た
 
 

せ
る
上
で
の
寿
福
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
い
か
な
る
場
所
 
 

の
い
か
な
る
機
会
に
お
い
て
も
、
人
々
を
納
得
さ
せ
る
舞
台
を
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
確
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
 
 

「
愚
か
な
る
輩
、
遠
国
・
田
舎
の
卑
し
き
眼
」
は
高
踏
的
な
芸
を
好
ま
 
 

ず
、
享
楽
的
な
楽
し
み
や
目
眩
ま
し
の
芸
を
尊
ぶ
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
 
 

そ
れ
で
も
あ
ま
り
目
の
肥
え
て
い
な
い
人
に
も
、
そ
の
人
が
な
る
ほ
ど
 
 

と
思
う
よ
う
な
舞
台
を
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

よ
く
よ
く
風
俗
の
極
め
を
見
る
に
、
貴
所
・
山
寺
、
田
舎
・
遠
国
、
 
 

諸
社
の
祭
礼
に
至
る
ま
で
、
を
し
な
べ
て
誇
り
を
得
ぎ
ら
ん
を
、
 
 

寿
福
達
人
の
為
手
と
は
申
す
ぺ
き
や
…
し
か
れ
ば
亡
父
は
、
い
か
 
 

な
る
田
舎
・
山
里
の
片
辺
に
て
も
、
そ
の
心
を
受
け
て
、
所
の
風
 
 

義
を
一
大
事
に
か
け
て
芸
を
せ
し
な
り
。
 
 

（
『
奥
義
篇
』
）
 
 

こ
こ
で
は
観
阿
弥
が
、
ど
ん
な
田
舎
で
あ
っ
て
も
そ
こ
の
見
物
の
 
 

人
々
を
軽
硯
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
気
持
ち
を
汲
み
取
り
、
そ
の
地
 
 

域
の
風
義
を
尊
重
し
て
芸
を
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
父
 
 
 

り
。
此
た
め
に
、
能
に
初
心
忘
れ
ず
し
て
、
時
に
応
じ
、
所
に
よ
 
 

り
て
、
愚
か
な
る
眼
に
も
げ
に
も
と
思
ふ
や
う
に
能
を
せ
ん
車
、
 
 

こ
れ
寿
福
也
。
 
 

（
『
奥
義
鮪
』
）
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観
阿
弥
の
都
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
は
す
で
に
幼
少
期
に
は
京
 
 

の
最
高
度
の
文
化
に
触
れ
て
い
た
が
、
観
阿
弥
自
身
は
、
京
に
鳴
り
出
 
 

し
て
行
く
以
前
は
こ
の
よ
う
な
山
里
の
人
々
を
相
手
に
す
る
こ
と
が
多
 
 

か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
こ
と
で
田
舎
・
遠
国
と
い
っ
て
も
、
 
 

現
代
で
さ
え
地
方
に
よ
っ
て
趣
味
や
晴
好
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
い
 
 

る
。
観
阿
弥
が
、
自
ら
の
大
和
猿
楽
の
わ
ざ
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
 
 

あ
ら
ゆ
る
風
体
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ぎ
ま
に
異
 
 

な
る
人
々
に
対
し
て
、
誰
に
対
し
て
も
愛
さ
れ
る
芸
を
心
掛
け
て
い
た
 
 

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 
 

上
手
は
日
利
か
ず
の
心
に
あ
ひ
か
な
ふ
事
難
し
。
下
手
は
目
利
の
 
 

眼
に
合
ふ
事
な
し
。
下
手
に
て
目
利
の
眼
に
か
な
は
ぬ
は
、
不
審
 
 

あ
る
べ
か
ら
ず
。
上
手
の
日
利
か
ず
の
心
に
合
わ
ぬ
事
、
定
は
、
 
 

日
利
か
ず
の
眼
の
及
ば
ぬ
所
な
れ
ど
も
、
得
た
る
上
手
に
て
工
夫
 
 

あ
ら
ん
為
手
な
ら
ば
、
又
、
日
利
か
ず
の
眼
に
も
面
白
し
と
見
る
 
 

（
『
奥
義
篇
』
）
 
 

や
う
に
能
を
す
べ
し
。
 
 

つ
ま
り
、
能
に
お
い
て
は
演
者
が
見
所
を
教
化
し
て
い
く
と
い
う
方
 
 

向
性
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
演
者
が
見
所
の
階
級
、
地
域
性
、
晴
好
、
流
 
 

儀
等
に
合
わ
せ
て
見
所
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
と
る
の
で
あ
 
 

る
。
も
し
、
演
者
が
上
手
で
あ
れ
ば
日
が
利
か
な
い
観
客
に
合
わ
せ
て
、
 
 

そ
れ
で
も
面
白
い
よ
う
に
能
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
 

そ
の
よ
う
な
目
の
利
か
な
い
観
客
の
鑑
賞
眼
を
高
め
る
こ
と
な
ど
は
考
 
 

え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

秘
義
に
云
、
抑
、
芸
能
と
は
、
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
 
 

感
を
な
さ
む
事
、
寿
福
増
長
の
基
、
遇
齢
延
年
の
方
な
る
べ
し
。
 
 

極
め
極
め
て
は
、
諸
道
悉
寿
福
増
長
な
ら
ん
と
な
り
。
殊
更
こ
の
 
 
 

芸
、
位
を
極
め
て
、
家
名
を
残
す
事
、
是
、
天
下
の
許
さ
れ
な
り
。
 
 

（
『
奥
義
篇
』
）
 
 

是
、
寿
福
増
長
な
り
。
 
 

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
芸
能
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
社
会
的
存
在
意
義
 
 

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
芸
能
と
は
、
多
く
の
人
の
心
を
和
 
 

ま
せ
、
貴
賎
の
上
下
を
分
か
た
ず
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 
 

幸
福
の
基
盤
で
あ
り
、
寿
命
を
延
ば
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
 
 

え
世
阿
弥
は
、
自
分
の
芸
を
理
解
で
き
る
目
利
き
に
さ
え
理
解
さ
れ
れ
 
 

ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
高
踏
的
姿
勢
に
構
え
る
こ
と
な
く
、
ま
し
て
や
 
 

己
の
思
想
信
条
を
芸
に
託
し
て
見
所
を
教
化
し
よ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
 
 

は
考
え
な
い
。
舞
台
を
中
心
と
し
て
、
時
を
共
有
す
る
も
の
が
共
通
し
 
 

て
得
ら
れ
る
歓
喜
を
目
指
し
て
、
そ
の
時
そ
の
場
そ
の
人
々
に
最
も
相
 
 

応
し
い
芸
を
瞬
時
に
判
断
し
て
展
開
す
る
。
能
は
、
迷
妄
な
群
衆
を
導
 
 

く
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
能
に
お
 
 

い
て
は
ポ
エ
ジ
ー
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
が
東
硯
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
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作
者
と
役
者
、
観
客
 
 

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

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

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

て
、
人
の
立
ち
居
し
ど
ろ
に
し
て
、
万
人
の
心
、
い
ま
だ
能
に
な
 
 

（
『
問
答
条
々
』
第
一
問
答
）
 
 

ら
ず
。
…
 
 

座
談
会
で
は
、
新
関
が
シ
ラ
ー
の
言
明
を
紹
介
し
た
後
、
和
辻
が
 
 

「
万
人
の
心
、
為
手
の
振
舞
に
和
合
し
て
」
と
い
う
問
題
を
再
度
持
ち
 
 

出
し
、
新
関
に
対
し
て
、
こ
こ
で
世
阿
弥
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
為
 
 

手
と
見
物
と
の
心
的
関
係
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
海
手
が
 
 

舞
台
に
出
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
演
技
を
始
め
る
前
に
見
物
人
の
 
 

気
分
を
勘
定
に
入
れ
て
ど
の
よ
う
な
と
き
に
始
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
 
 

ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
の
方
で
問
題
に
し
て
い
ま
す
か
、
と
問
う
と
、
新
 
 

関
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
も
西
洋
は
テ
ク
ス
ト
が
土
 
 

台
に
な
る
か
ら
だ
ろ
う
、
と
答
え
る
。
 
 
 

和
辻
は
、
西
洋
の
劇
は
見
物
人
の
気
分
と
無
関
係
に
定
め
ら
れ
た
時
 
 

に
始
め
る
が
、
世
阿
弥
は
こ
こ
で
は
観
客
が
ど
う
い
う
気
分
の
時
に
幕
 
 

を
上
げ
れ
ば
よ
い
か
を
問
題
に
し
て
い
る
、
と
言
う
と
、
新
関
が
、
日
 
 

本
の
演
劇
の
や
り
方
は
時
間
と
い
う
も
の
を
超
越
し
て
自
由
に
や
っ
て
 
 

き
た
よ
う
だ
、
と
答
え
る
。
見
物
人
の
気
分
と
演
出
の
仕
方
と
の
間
の
 
 

相
互
関
係
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
議
論
と
な
り
、
和
辻
は
「
是
、
 
 

座
敷
を
静
め
ん
為
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
見
物
が
露
骨
に
芸
を
 
 

規
定
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
西
尾
は
「
万
人
の
心
、
い
ま
だ
能
に
な
ら
 
 

ず
」
と
い
う
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
万
人
の
心
が
能
に
な
っ
た
と
き
始
 
 

め
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
観
客
も
あ
る
意
味
で
演
じ
て
い
る
こ
と
に
 
 

な
る
、
と
発
言
す
る
。
第
一
問
答
に
関
す
る
議
論
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
 
 

議
論
は
第
二
問
答
に
移
っ
て
ゆ
く
。
 
 
 

西
洋
演
劇
も
能
も
、
役
者
と
観
客
、
演
者
と
見
所
と
い
う
関
係
を
考
 
 

え
た
際
に
、
最
終
的
に
は
舞
台
と
観
客
席
と
の
一
体
化
を
目
指
し
て
い
 
 

る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
、
一
体
 
 

化
す
る
際
に
、
役
者
の
側
に
観
客
を
同
化
さ
せ
る
の
か
、
観
客
の
側
に
 
 

演
者
が
同
化
す
る
の
か
、
と
い
う
方
向
性
に
大
き
な
相
通
が
あ
る
。
 
 
 

そ
の
相
遥
点
は
、
何
の
た
め
に
演
劇
が
存
在
す
る
の
か
、
何
を
目
指
 
 

し
て
演
劇
活
動
を
行
う
の
か
、
と
い
う
目
的
の
相
遥
か
ら
発
し
て
い
る
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
西
洋
演
劇
、
こ
と
に
本
論
考
で
は
啓
蒙
時
代
の
演
劇
 
 

論
を
シ
ラ
ー
を
例
に
と
っ
て
検
討
し
た
が
、
啓
蒙
時
代
の
演
劇
論
者
の
 
 

目
的
は
、
民
衆
の
啓
蒙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
能
の
場
合
に
は
、
 
 

「
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
感
を
な
さ
む
事
」
を
目
指
し
、
そ
 
 

の
結
果
と
し
て
「
寿
福
増
長
の
基
、
適
齢
延
年
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
 
 

と
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
相
通
点
と
し
て
、
西
洋
演
劇
で
は
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ポ
エ
ジ
ー
を
重
複
す
る
た
め
に
、
作
者
と
役
者
が
分
化
し
た
こ
と
を
挙
 
 

げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
近
代
で
 
 

は
モ
リ
エ
ー
ル
な
ど
は
、
自
ら
作
品
の
舞
台
に
も
立
っ
た
が
、
西
洋
的
 
 

伝
統
で
は
、
座
付
き
作
者
が
台
本
を
書
き
、
役
者
が
そ
れ
を
表
現
す
る
 
 

と
い
う
手
法
が
一
般
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
共
同
体
の
、
国
家
の
、
あ
る
 
 

い
は
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
、
そ
の
思
想
を
戯
曲
の
形
で
表
明
 
 

す
る
役
割
は
、
あ
く
ま
で
作
者
の
も
の
で
あ
っ
て
、
役
者
の
役
割
は
戯
 
 

曲
を
演
技
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
も
、
ポ
エ
ジ
ー
の
良
し
悪
し
が
演
劇
の
良
し
恋
し
を
決
定
す
る
 
 

と
据
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ア
ー
ト
の
良
し
慈
し
に
対
し
て
は
、
さ
ほ
 
 

ど
問
題
と
さ
れ
な
い
。
誰
の
新
作
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
 
 

な
っ
て
も
、
誰
が
演
ず
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
 
 

優
れ
た
作
品
の
創
出
へ
の
熱
意
に
対
し
て
、
優
れ
た
役
者
を
作
る
、
優
 
 

れ
た
演
技
を
披
露
す
る
と
い
う
熱
意
に
は
欠
け
て
い
た
た
め
、
ゲ
ー
テ
 
 

な
ど
は
役
者
の
訓
練
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
世
阿
弥
は
、
座
頭
と
し
て
一
座
を
統
率
し
な
が
ら
、
 
 

能
作
者
、
役
者
、
節
づ
け
、
舞
の
形
付
け
の
す
べ
て
を
こ
な
し
、
ま
た
、
 
 

そ
れ
ら
の
実
体
験
に
基
づ
き
理
論
的
言
説
を
伝
書
と
い
う
形
で
残
そ
う
 
 

と
し
た
。
こ
れ
を
分
業
化
が
進
ん
だ
現
代
の
目
で
見
れ
ば
オ
ー
ル
マ
イ
 
 

テ
ィ
ー
に
役
柄
を
こ
な
す
こ
と
に
目
を
陛
る
が
、
こ
の
よ
う
に
何
で
も
 
 

こ
な
す
の
は
、
そ
の
時
そ
の
場
に
相
応
し
い
舞
台
を
考
え
る
上
で
は
、
 
 

あ
ら
ゆ
る
条
件
を
考
え
、
実
行
で
き
る
必
要
性
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
 
 

か
と
考
え
ら
れ
る
。
相
応
し
い
作
品
を
作
者
と
検
討
し
、
役
者
に
意
図
 
 

を
伝
達
し
、
嚇
子
方
に
連
絡
し
、
振
付
家
に
依
頼
す
る
と
い
う
作
業
を
 
 

い
つ
も
時
間
を
か
け
て
や
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

マ
タ
、
自
然
、
期
セ
ザ
ル
御
会
ノ
申
楽
ア
リ
テ
、
大
御
酒
の
御
時
 
 

分
ナ
ン
ド
ニ
、
ニ
ワ
カ
ニ
召
サ
レ
テ
能
ノ
ア
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
 
 

コ
レ
ワ
マ
タ
、
御
座
敷
ハ
急
ナ
リ
。
仕
ル
能
ハ
序
ナ
リ
。
コ
レ
マ
 
 

タ
一
大
事
ナ
リ
。
カ
ヤ
ウ
ナ
カ
ラ
ン
時
ノ
申
楽
ラ
バ
…
破
－
急
へ
 
 

早
ク
移
ル
ヤ
ウ
干
、
能
ラ
ス
ベ
シ
。
…
マ
タ
、
酒
盛
ナ
ン
ド
モ
同
 
 

ジ
心
得
ナ
リ
。
「
ハ
ヤ
酒
盛
ア
ル
ベ
シ
」
 
ト
テ
、
カ
ネ
テ
ヨ
リ
心
 
 

得
テ
、
扇
拍
子
ヨ
リ
、
祝
言
ノ
音
曲
、
次
第
次
第
ノ
謡
、
立
チ
ハ
 
 

タ
ラ
キ
ノ
分
ワ
、
心
得
ノ
内
ナ
レ
バ
、
用
意
ノ
マ
マ
ナ
ル
ベ
シ
。
 
 

（
『
花
習
内
抜
苔
』
）
 
 

酔
っ
て
宴
も
た
け
な
わ
に
な
っ
た
状
況
に
突
然
に
呼
ば
れ
た
場
合
、
 
 

舞
台
の
成
功
を
左
右
す
る
の
は
作
品
内
容
の
優
劣
で
は
な
く
、
そ
の
場
 
 

に
相
応
し
い
芸
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
「
序
破
急
」
 
の
と
お
り
 
 

に
や
っ
た
と
し
て
も
う
ま
く
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
扇
の
使
い
方
、
拍
 
 

子
の
踏
み
方
、
祝
言
の
音
曲
の
選
び
方
、
次
第
に
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
謡
 
 

い
方
な
ど
、
己
の
芸
を
尽
く
し
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
与
え
 
 

ら
れ
た
状
況
を
乗
り
切
る
よ
り
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
舞
台
に
 
 

常
に
対
応
可
能
な
状
況
で
い
る
た
め
に
は
、
舞
台
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
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技
能
を
習
得
す
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
に
相
応
し
い
作
 
 

品
を
最
も
よ
く
理
解
し
、
上
手
く
し
お
お
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
 
 

の
た
め
に
は
、
む
し
ろ
作
者
と
役
者
と
は
未
分
化
で
あ
る
方
が
よ
か
っ
 
 

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
能
で
は
作
者
・
役
者
が
一
体
と
な
っ
て
い
 
 

る
だ
け
で
な
く
、
観
客
す
ら
も
舞
台
を
規
定
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
 
 

把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

た
だ
し
、
心
得
べ
き
事
あ
り
。
力
な
く
、
こ
の
道
は
見
所
を
本
に
 
 

す
る
態
な
れ
ば
、
そ
の
当
世
当
世
の
風
儀
に
て
、
幽
玄
を
も
て
あ
 
 

そ
ぶ
見
物
衆
の
前
に
て
は
、
強
き
方
を
ば
、
少
し
物
ま
ね
に
は
づ
 
 

る
る
と
も
、
幽
玄
の
方
へ
は
遣
ら
せ
給
ふ
べ
し
。
 
 

（
『
花
伝
第
六
花
修
』
）
 
 

あ
く
ま
で
能
は
「
見
所
を
本
に
す
る
態
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
々
 
 

の
流
行
や
見
物
の
好
み
に
よ
っ
て
、
幽
玄
で
な
い
演
目
も
本
来
的
な
物
 
 

真
似
か
ら
は
は
ず
れ
て
も
、
幽
玄
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
和
辻
が
 
 

指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
見
物
が
露
骨
に
芸
を
規
定
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
 
 

「
『
万
人
の
心
、
い
ま
だ
能
に
な
ら
ず
』
 
と
い
う
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
 
 

万
人
の
心
が
能
に
な
っ
た
と
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
観
客
も
 
 

あ
る
意
味
で
演
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
 
と
西
尾
が
述
べ
る
と
お
り
、
 
 

見
所
も
舞
台
を
作
り
上
げ
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
見
所
の
満
足
こ
そ
 
 

が
肝
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
在
り
方
は
ポ
エ
ジ
ー
を
重
 
 

視
し
、
テ
ク
ス
ト
が
土
台
と
な
る
西
洋
演
劇
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
考
 
 

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

能
で
は
、
演
技
を
し
舞
磯
子
を
す
る
板
の
上
だ
け
で
は
な
く
、
見
所
 
 

も
含
め
た
そ
の
場
全
体
が
舞
台
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
 
 

の
み
が
浮
き
上
が
っ
て
あ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
演
者
一
人
が
パ
 
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
そ
れ
で
充
足
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
あ
く
 
 

ま
で
演
者
が
発
し
た
行
為
を
的
確
に
受
け
止
め
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
 
 

拒
絶
す
る
観
客
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
阿
弥
 
 

伝
書
が
終
始
一
貫
し
て
述
べ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
芸
、
 
 

そ
の
ア
ー
ト
を
見
る
者
、
聞
く
者
、
感
じ
る
者
は
常
に
一
定
で
は
な
い
。
 
 

演
じ
る
己
の
在
り
方
も
ま
た
一
定
で
は
な
い
。
譜
面
や
台
本
が
同
じ
も
 
 

の
で
あ
り
同
じ
演
者
同
じ
観
客
同
じ
舞
台
装
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
 
 

異
な
る
時
の
上
演
な
ら
ば
、
そ
れ
は
前
回
と
同
じ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
 
 

得
な
い
。
ポ
エ
ジ
ー
が
同
一
で
も
異
な
る
時
の
上
演
な
ら
ば
、
そ
の
時
 
 

に
相
応
し
い
ア
ー
ト
を
駆
使
し
た
、
そ
れ
は
別
の
舞
台
な
の
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
能
に
お
い
て
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
そ
の
都
度
一
回
一
 
 

回
が
新
た
な
創
造
で
あ
り
、
芸
や
作
品
を
相
伝
す
る
一
代
一
代
も
ま
た
、
 
 

絶
え
ざ
る
更
新
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

註
 
 

（
1
）
 
テ
キ
ス
ト
と
な
る
世
阿
弥
伝
書
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
山
 
（
岩
波
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書
店
、
一
九
七
四
年
）
 
を
使
用
し
た
。
 
 

（
2
）
 
『
演
劇
研
究
』
 
（
畝
傍
書
房
、
一
九
嬰
一
年
）
、
『
日
本
演
劇
論
』
 
（
畝
傍
書
屠
、
 
 

山
九
四
二
年
）
 
『
演
劇
』
 
（
学
徒
援
護
会
、
一
九
四
七
年
）
、
『
例
文
学
の
比
校
 
 

研
究
』
 
（
東
京
蛍
、
山
九
六
四
年
）
 
な
ど
 
 

（
3
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
劇
に
関
し
て
は
、
悲
劇
・
喜
劇
を
含
め
て
完
全
な
形
で
作
品
 
 

が
残
っ
て
い
る
も
の
は
約
四
十
作
品
、
そ
の
他
、
不
完
全
な
も
の
は
か
な
り
 
 

残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
伎
楽
、
古
能
な
ど
の
作
品
 
 

に
つ
い
て
、
伝
存
し
て
い
る
の
は
楽
書
『
教
訓
抄
』
 
の
み
と
新
関
は
考
え
て
 
 

い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
座
談
会
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
存
 
 

数
は
確
か
に
少
な
い
も
の
の
、
観
阿
弥
以
前
の
古
能
も
残
っ
て
お
り
、
『
世
子
 
 

六
十
以
後
申
楽
談
義
』
 
に
は
古
能
を
い
つ
誰
が
演
じ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
 
 

ど
れ
に
損
阿
弥
が
節
を
付
け
た
か
な
ど
の
記
事
も
載
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
 
 

に
関
し
て
は
、
新
関
の
誤
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
新
関
良
三
 
『
シ
ラ
ー
 
生
涯
と
著
作
』
、
東
京
堂
、
一
九
五
九
牛
、
百
二
十
一
 
 

員
 
 

（
5
）
 
『
現
代
ド
イ
ツ
劇
壇
に
つ
い
て
』
 
 

（
6
）
講
演
は
『
宅
a
s
k
呂
n
e
i
n
e
習
t
e
S
t
e
F
e
n
d
e
S
c
b
a
u
b
旨
e
e
i
g
e
n
臣
c
h
w
i
r
k
e
n
～
 
 

よ
き
常
設
の
演
劇
舞
台
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
う
る
か
？
』
と
題
し
て
行
わ
 
 

れ
た
が
、
の
ち
に
『
D
訂
S
〔
h
a
u
b
缶
コ
e
巴
s
e
i
n
e
m
O
r
巴
i
s
c
h
e
旨
－
S
邑
t
b
e
キ
a
c
h
t
e
t
 
 

道
徳
的
設
備
と
し
て
の
演
劇
舞
台
』
と
改
題
し
て
雑
誌
『
ラ
イ
ン
の
タ
リ
ィ
 
 

ア
』
 
に
掲
載
さ
れ
た
。
 
 

（
7
）
 
シ
ラ
ー
選
集
2
 
『
論
文
』
 
（
富
山
房
、
一
九
四
一
年
）
 
 

（
8
）
道
徳
教
化
こ
そ
が
劇
場
の
、
ひ
い
て
は
芸
術
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
 
 

の
ち
に
カ
ン
ト
哲
学
を
学
ぶ
な
か
で
棄
て
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
三
十
 
 

代
の
頃
の
 
『
優
美
と
品
位
』
 
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
や
『
カ
リ
ア
ス
 
 

書
簡
』
と
い
っ
た
美
学
論
文
で
は
、
芸
術
の
目
的
は
自
由
で
あ
る
と
主
張
さ
 
 

れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
「
演
劇
に
は
見
物
を
高
め
る
と
い
う
務
め
が
あ
る
と
 
 

シ
ラ
ー
は
発
言
し
て
い
る
」
と
い
う
新
関
の
指
摘
は
、
お
そ
ら
く
最
初
期
の
 
 

二
つ
の
論
文
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
9
）
藤
原
明
衡
『
新
棟
楽
記
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
三
年
、
二
十
四
貫
 
 

（
さ
さ
き
・
か
お
り
 
石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
）
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