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謡
曲

《
俊
成
忠
度
》
考

作
品
構
想
と
そ
の
趣
向
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

ー
目
的
と
方
法
|

『
平
家
物
語
」
に
登
場
す
る
平
家
の
武
将
・
平
忠
度
を
主
人
公
と
す
る
《
俊
成

忠
度
〉
と
い
う
能
は
、
現
在
、
金
春
を
除
く
四
流
で
現
行
曲
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
人
物
を
シ
テ
と
す
る
謡
曲
〈
忠
度
》
に
比
べ
る
と
、
上

演
回
数
は
時
代
に
関
わ
ら
ず
少
な
く
、
地
味
な
印
象
を
拭
い
き
れ
な
い
。
典
拠

を
同
じ
く
し
な
が
ら
生
じ
る
こ
う
し
た
差
は
、
両
曲
の
作
品
と
し
て
の
質
に
関

わ
る
。
具
体
的
に
云
え
ば
、
作
品
全
体
の
構
想
と
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
趣

向
(
筋
や
詞
章
、
あ
る
い
は
見
せ
場
な
ど
の
工
夫
)
に
起
因
し
よ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
曲
の
作
品
構
想
及
び
そ
の
趣
向
に
つ
い
て
、
本
説
『
平
家

物
語
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
す
る
。
ま
た
、
世
阿
弥
の
手
に
な
る
先
行

曲
《
忠
度
〉
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
作
者
の
手
法
、

シ
テ
が
亡
霊
で
あ
り
中
入

り
の
な
い
一
場
型
構
成
を
と
る
こ
と
の
効
果
等
を
考
え
て
み
た
い
。

考
察
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
は
、
詞
章
に
お
い
て
「
平
家
物
韮
巴
の
忠
度
語

大

範

子

山

が
い
か
よ
う
に
利
用
さ
れ
、

ま
た
謡
曲
の
構
成
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か

を
み
る
。
そ
の
際
、
本
曲
の
作
者
が
目
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
世
阿
弥
作
の

《
忠
度
〉
に
み
ら
れ
る
本
説
利
用
の
手
法
と
、

そ
こ
で
創
り
出
さ
れ
た
忠
度
像
な

ど
と
も
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。
「
歌
人
と
し
て
の
忠
度
」
像
と
い
う
構
想
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の
核
は
両
曲
に
共
通
し
て
い
な
が
ら
も
、
主
題
や
趣
向
に
は
様
々
な
違
い
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
冗
。
世
阿
弥
み
ず
か
ら
も
高
く
評
価
し
た
〈
忠
臣
)
〉
に
つ

い
て
は
多
く
の
先
学
が
言
及
な
さ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
論
考
を
概
観
・

参
照
し
つ
つ
論
を
進
め
た
い
。
さ
ら
に
、
構
成
面
に
つ
い
て
は
世
阿
弥
作
《
清

経
〉
や
〈
経
政
〉
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
検
討
し
つ

つ
「
一
場
型
夢
幻
能
」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

《
俊
成
忠
度
》
の
作
者
は
、
作
者
付
類
か
ら
「
内
藤
左
衛
門
」
と
い
う
室
町
期

の
武
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
実
在
も
ほ
ぽ
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
作
者
は
、
〈
忠
度
V

に
な
ら
っ
た
本
曲
の
み
な
ら
ず
、
「
源
氏
物
語
」

中
の
人
物
で
あ
る
夕
顔
・
浮
舟
に
材
を
得
た
謡
曲
《
夕
顔
〉

《
浮
舟
》
に
な
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ら
っ
て
、
同
じ
人
物
を
シ
テ
と
す
る
〈
半
蔀
〉

《
木
玉
浮
舟
》
と
い
う
曲
を

も
作
っ
て
い
る
。
本
考
察
を
、
先
行
曲
と
典
拠
を
同
じ
く
し
つ
つ
異
な
る
作
品

創
作
を
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
作
者
・
内
藤
左
衛
門
の
作
能
に
つ
い
て
考
え
る

手
が
か
り
と
し
、

そ
う
し
た
素
人
作
者
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
話
曲
の
文
化
的

ト
ポ
ス
と
し
て
の
側
面
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
き
た
い
。

『
平
家
物
語
』
の
忠
度
謂

本
曲
の
主
人
公
と
い
え
る
シ
テ
・
平
忠
度
は
、
『
平
家
物
語
』
の
中
で
は
さ
ほ

ど
多
く
を
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
七
「
忠

度
都
落
」
と
巻
九
「
忠
度
最
期
」
と
い
う
非
常
に
有
名
な
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

「
忠
度
都
落
」
は
、
平
家
の
都
落
ち
に
際
し
て
死
を
覚
悟
し
た
忠
度
が
、
歌
の

師
で
あ
る
藤
原
俊
成
の
も
と
を
訪
れ
、
自
分
の
歌
集
を
託
し
て
い
く
と
い
う
話

で
あ
る
。
そ
し
て
後
日
談
と
し
て
、
俊
成
が
『
千
載
集
』
撰
集
の
折
、
忠
度
の

「
さ
立
な
み
や
志
賀
の
都
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な
が
ら
の
山
ぎ
く
ら
か
な
」
と

い
う
一
首
を
入
れ
た
が
、
「
勅
勘
の
人
な
れ
ば
名
字
を
ば
あ
ら
は
さ
れ
ず
:
:
:

「
読
人
知
ら
ず
」
と
入
れ
ら
れ
」
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
続
け
て
「
其
身
、
朝
敵
と

な
り
に
し
上
は
、
子
細
に
及
ば
ず
と
言
ひ
な
が
ら
、
う
ら
め
し
か
り
し
事
ど
も

(4) 
也
。
」
と
い
う
評
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
忠
度
最
期
」
で
は
、

一
ノ
谷
の
合
戦
で
、
戦
況
を
見
つ
つ
冷
静
な
判
断
の
も

と
撤
退
し
か
け
て
い
た
忠
度
は
、
阿
部
六
弥
太
忠
澄
に
戦
い
を
挑
ま
れ
て
や
む

な
く
応
じ
、
孤
軍
奮
闘
す
る
が
、
結
局
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
討
手
の
阿
部

は
相
手
を
忠
度
と
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
「
旅
宿
花
」
の
題
で
詠
ま
れ
た

「
ゆ
き
く
れ
て
木
の
し
た
か
げ
を
や
ど
と
せ
ば
花
や
こ
よ
ひ
の
あ
る
じ
な
ら
ま

し
」
と
い
う
歌
の
記
さ
れ
た
名
入
り
の
文
が
躍
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

死
後
に
忠
度
そ
の
人
と
知
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
話
の
終
末
部

に
も
、
忠
度
の
死
を
伝
え
聞
い
た
周
囲
の
人
々
の
反
応
(
同
時
に
ま
た
そ
れ
は

聞
き
手
あ
る
い
は
読
者
の
も
の
で
も
あ
る
)
が
、

:
:
・
敵
も
み
か
た
も
是
を
聞
ひ
て
、
「
あ
な
い
と
を
し
、
武
芸
に
も
歌
道
に

も
達
者
に
て
お
は
し
つ
る
人
を
。
あ
ッ
た
ら
大
将
軍
を
」
と
て
、
涙
を
流

し
、
袖
を
ぬ
ら
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
。

先
行
曲
〈
忠
度
》
に
み
る
世
阿
弥
の
手
法

世
阿
弥
の
手
に
な
る
先
行
曲
〈
忠
度
〉
は
、
先
述
の
二
つ
の
忠
度
需
を
利
用

し
、
歌
人
と
し
て
の
忠
度
像
を
、
「
複
式
夢
幻
能
」
と
現
在
私
た
ち
が
呼
び
慣
わ

し
て
い
る
構
成
の
型
|
|
シ
テ
が
現
世
の
人
間
の
姿
に
化
け
て
登
場
す
る
前
場

と
、
本
来
の
姿
で
物
語
を
す
る
後
場
か
ら
成
る
二
場
式
の
能
ー
ー
を
用
い
て
描

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
『
平
家
物
韮
巴
中
で
語
ら
れ
た
忠
度
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
う
ち
、
勇
敢
で
優
れ
た
武
将
と
し
て
描
か
れ
た
部
分
は
巧
み
に
取
除
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か
れ
て
い
る
。
謡
曲
《
忠
度
V

に
お
け
る
シ
テ
は
、
あ
く
ま
で
も
雅
な
歌
人
と

し
て
の
忠
度
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
伝
書
に
お
い
て
世
阿
弥
自
身
も
云
っ
て
い

る
よ
う
回
、
「
平
家
物
語
』
の
忠
度
像
を
「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
」
る
べ
く
、

い
く
つ
か
の
要
素
が
意
図
的
に
改
変
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
勇
ま
し
い
武
将
た

る
側
面
の
描
写
の
排
除
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
年
齢
や
装
束
な
ど
も
悲
劇
の
主

人
公
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
艶
や
か
に
装
っ
た
若
武
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
悲
劇
性
を
増
す
べ
く
脚
色
さ
れ
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

構
想
の
核
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
忠
度
の
死
の
場
面
で
あ
り
、
『
平
家
物
語
』

中
の
忠
度
詠
二
首
の
う
ち
、
「
忠
度
最
期
」
に
見
え
る
辞
世
の
歌
「
ゆ
き
く
れ

て
・
:
」
は
詞
章
中
で
も
三
回
使
わ
れ
て
い
る
が
、
片
や
シ
テ
・
忠
度
の
霊
が
こ

の
世
に
到
来
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
も
い
う
べ
き
は
ず
の
「
さ
ざ
波

や
・
:
」
の
歌
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
を
集
約
さ
せ
る
た
め
の
こ

う
し
た
手
法
が
、
詞
章
の
随
所
に
見
て
と
れ
る
。
《
忠
度
〉
に
つ
い
て
は
以
上
の

ご
と
く
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
〈
俊
成
忠
度
〉
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

四

謡
曲
〈
俊
成
忠
度
〉
に
つ
い
て

作
者
と
作
品
成
立
期

《
俊
成
忠
度
》
の
作
者
は
、
作
者
付
類
に
よ
る
と
「
内
藤
河
内
守
(
内
藤
左
衛

門
)
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
天
野
文
雄
氏
に
よ
り
実

在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
〈
半
蔀
》

l 

〈
木
玉
浮
舟
〉
の
作
者
と
も

同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
。
く
わ
し
い
こ
と
は
未
詳
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
世
阿
弥
よ
り
も
百
年
以
上
後
の
人
物
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
作

品
を
目
に
し
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

室
町
期
(
慶
長
七
年
ま
で
)

の
演
能
記
録
に
関
し
て
は
、
確
認
さ
れ
る
上
演

は
一
回
の
み
で
、
『
言
継
卿
記
』
に
「
永
禄
七
年
六
月
十
四
日
、
松
尾
神
社
々
頭
、

八
回
大
夫
演
能
。
」
と
い
う
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
江
戸
期
を
通
じ
て

演
じ
続
け
ら
れ
、
現
行
曲
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

2 

構
成
と
梗
概

そ
れ
で
は
〈
俊
成
忠
度
〉
の
内
容
を
み
よ
う
。
シ
テ
は
平
忠
度
の
霊
、
そ
し

て
シ
テ
の
語
り
の
た
め
の
「
場
」
を
つ
く
り
だ
す
役
目
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の

35 

が
、
シ
テ
以
外
の
役
者
(
底
本
に
は
役
は
明
記
さ
れ
な
い
の
で
一
応
ツ
レ
と
す

ワ
キ
・
藤
原
俊
成
で
あ
る
。

る
。
)
演
ず
る
と
こ
ろ
の
阿
部
六
弥
太
と
、

粗
筋
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
西
海
の
合
戦
で
忠
度
を
討
っ
た
阿
部
六
弥

太
忠
澄
は
、
尻
篭
に
残
さ
れ
た
遺
詠
の
短
冊
を
持
っ
て
俊
成
の
も
と
に
赴
く
。

短
冊
を
受
け
取
っ
た
俊
成
が
遺
詠
を
詠
じ
つ
つ
忠
度
を
偲
ん
で
い
る
と
、
忠
度

の
霊
が
現
れ
、
自
詠
を
詠
人
不
知
と
し
て
『
千
載
集
』
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の

恨
み
を
述
べ
る
が
、
俊
成
に
取
り
な
さ
れ
て
心
を
落
ち
着
け
る
。
そ
し
て
俊
成

に
求
め
ら
れ
、
和
歌
に
つ
い
て
物
語
る
う
ち
俄
に
様
子
が
変
わ
り
、
修
羅
道
苦

患
の
様
を
見
せ
る
が
、
千
載
集
に
入
選
し
た
件
の
「
さ
ざ
な
み
や
:
:
:
」
の
歌

に
党
天
が
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
責
め
を
逃
れ
、
夜
明
げ
と
共
に
消
え
て
い
く
。
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調
章
を
小
段
に
分
け
、
作
品
全
体
の
構
成
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

-
[
ツ
レ
]
の
登
場

阿
部
六
弥
太
が
、
忠
度
の
遺
詠
の
短
冊
を
持
っ
て

俊
成
邸
に
赴
く

2
[
ツ
レ
]
・
ワ
キ
の
応
対

俊
成
は
忠
度
の
最
期
の
様
子
を
聞
き
、
遺
詠
に
忠

度
を
偲
ぷ

3
シ
テ
の
登
場

そ
の
場
へ
忠
度
の
霊
が
登
場
す
る

4
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対

忠
度
は
千
載
集
入
集
の
感
謝
と
「
詠
人
不
知
」
と

さ
れ
た
こ
と
の
恨
み
を
述
べ
る
が
、
俊
成
に
取

り
な
さ
れ
て
落
ち
着
く
。

5
シ
テ
の
物
語

忠
度
は
俊
成
に
求
め
ら
れ
和
歌
に
つ
い
て
の
物
語

を
す
る
。

6
シ
テ
の
立
働
き

修
羅
道
の
苦
患
と
詠
歌
に
よ
る
救
済
の
後
、
夜
明

け
と
と
も
に
忠
度
は
姿
を
消
す

こ
の
作
品
は
、
『
平
家
物
語
』

の
忠
度
語
(
と
り
わ
け
「
忠
度
最
期
」
)
の
後

日
談
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
先
に
、
こ
の
曲
の
本
説
を
『
平
家
物
語
』

で
あ
る
と
し
た
が
、
《
俊
成
忠
度
》
の
筋
自
体
や
シ
テ
の
語
り
の
内
容
が
『
平
家

物
語
」
中
に
は
み
え
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
《
忠
度
〉
の
場
合
の
よ
う
に
典
型

つ
ま
り
、
本
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
内

的
な
夢
幻
能
の
「
本
説
」
と
は
云
い
難
い
。

容
を
そ
の
ま
ま
使
う

(
lシ
テ
に
語
ら
せ
る
)

タ
イ
プ
と
は
い
さ
さ
か
意
味
合

い
を
異
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
作
品
全
体
の
構
成
と
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
世
阿
弥
作
の
《
清
経
〉
と
相
通
じ
る
よ
う
な
半
現
在

能
的
な
夢
幻
能
、
す
な
わ
ち
ご
場
型
夢
幻
能
」
形
式
の
構
成
が
、

シ
テ
の
物

語
(
語
り
)
内
容
の
質
に
ま
で
影
響
を
及
ぽ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
詞
章
を
概
観
し
つ
つ
、
本
説
お
よ
び
調
章
詩
句

の
典
拠
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

3 

詞
章
検
討

ま
ず
『
平
家
物
語
』
忠
度
語
に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
。
先
述
の
よ
う
に
、

『
平
家
物
語
』
は
こ
の
曲
の
ご
く
一
般
的
な
夢
幻
能
の
本
説
と
は
云
え
な
い
面
が

あ
る
。
《
俊
成
忠
度
V

の
設
定
自
体
が
「
忠
度
最
期
」
の
後
日
談
な
の
だ
か
ら
、
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い
わ
ば
間
接
的
利
用
で
あ
る
。

忠
度
曹
の
ス
ト
ー
リ
ー
内
容
自
体
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
使
わ
れ
る
の
だ
が
、

詞
章
に
は
表
現
と
し
て
直
接
現
れ
な
い
部
分
(
状
況
設
定
な
ど
)
は
、
『
平
家
物

宙
開
』
中
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
を

要
し
よ
う
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
な
の
は
六
弥
太
の
人
物
設
定
(
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
)

で
、
「
平
家
物
語
」
そ
の
も
の
に
は
相
反
し
、

む
し
ろ
そ
れ
を
変
容
さ
せ
た
〈
忠

度
》
を
も
本
説
と
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

具
体
的
に
詞
章
を
み
よ
う
。
例
え
ば
、
『
平
家
物
語
」
の
六
弥
太
は
忠
度
を
討

ち
取
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
よ
い
大
将
軍
討
ッ
た
り
と
思
」
う
だ
け
で
あ
り
、

忠
度
の
弔
い
を
し
よ
う
と
い
う
気
な
ど
起
こ
し
そ
う
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
〈
忠
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度
〉
で
は
、
六
弥
太
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
大
き
く
変
容
し
て
お
り
、
忠
度
の
死

に
対
し
て
「
い
た
は
し
ゃ
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
。

つ
ま
り
、
物
語
本
文
に

記
さ
れ
る
周
囲
の
人
々
の
反
応
に
、
同
調
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
示
す
の
で

あ
る
。
そ
し
て
〈
俊
成
忠
度
》
に
お
い
て
忠
度
遺
詠
の
短
冊
を
俊
成
の
も
と
に

届
け
よ
う
と
す
る
六
弥
太
も
ま
た
、
《
忠
度
》
の
六
弥
太
の
延
長
線
上
に
位
置
し

て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
以
外
で
詞
章
創
作
に
大
き
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
今
集

仮
名
序
・
真
名
序
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
秘
伝
や
古
註
類
で
、
そ
れ
に
拠
る
の
は

で
あ
る
。

シ
テ
の
物
語
部
分
(
第
5
段、

サ
シ
・
ク
セ
)

η
J山
『
凡
そ
歌
に
は
六
儀
あ
り

こ
れ
六
道
の
港
に
詠
じ

E
千
早
振
る
神
代
の
歌

lま

文
字
の
数
も
定
め
な
し

シ
テ
「
其
後
天
照
大
神
の
御
兄

同
『
素
蓋
鳴
の
尊
よ
り
も

三
十
二
子
に
定
め
置
き
て

末
世
末
代
の
し
る
べ
と
か

や|話
セ
イ
『
そ
の
故
は

素
蓋
鳴
の
尊
の

女
と
住
み
給
は
ん
と
て

出
雲
の
国
に
い

ま
し
て

大
宮
造
り
せ
し
処
に

尊
の
一
首
御
詠

八
色
雲
の
立
つ
を
ご
覧
じ
て

か
く
ば
か
り

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
委
こ
め
に

八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣

を
と

神
詠
も
か
た
じ
け
な
や

さ
て
も
わ
れ
須

今
の
世
の
た
め
し
な
る
べ
し

磨
の
浦
に

旅
寝
し
て
眺
め
や
る

明
石
の
浦
の
朝
霧
と

詠
み
し
も

思
ひ
知

ら
れ
た
り

A
4
4人
丸
世
に
亡
く
な
り
て

〔地
v

『
歌
の
こ
と
止
ま
り
ぬ
と

紀
貫
之
も
弱
恒
も
か
く
こ
そ

書
き
置
き
し
か
ど

も

松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず

鳥
の
跡
あ
ら
む

真
析
の
か
づ
ら

永
く
伝
は
り

そ
の
程
は

よ
も
尽
き
せ
じ
な

男
女
夫
婦
の

敷
島
の

歌
に
は
神
も
納
受
の

媒
と
も

こ
の
歌
の
情
げ
な
る
べ
し

(
傍
線
は
稿
者
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
る
暇
は
な
い
の
で
後
稿
に
譲
る
が
、
忠
度

一
習
に
直
接
は
関
わ
り
の
な
い
こ
の
「
和
歌
の
六
義
」
が
シ
テ
の
物
語
り
ひ
い
て

は
曲
全
体
の
中
心
部
分
で
あ
り
、
主
題
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
の
み
指
摘
し
て

お
こ
旨
つ
。
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ま
た
そ
の
他
、
先
の
引
用
部
分
で
も
「
松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず
真
析
の
か
づ

ら
永
く
伝
は
り
鳥
の
跡
あ
ら
む
」
と
い
う
部
分
が
、
〈
采
女
》
の
叩
段
[
ノ
リ

地
]
「
松
の
葉
の
松
の
葉
の

り
鳥
の
跡
絶
え
ず
」
と
同
一
で
あ
る
な
ど
、
先
行
曲
の
詞
章
も
多
く
取
り
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
六
弥
太
の
人
物
設
定
に
際
し
て
先
行
曲
《
忠

度
〉
の
作
品
世
界
を
も
本
説
と
し
て
利
用
す
る
先
述
の
態
度
に
通
じ
る
も
の
が

散
り
失
せ
ず
し
て

ま
さ
き
の
葛
長
く
伝
わ

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
作
者
が
専
門
の
能
役
者
で
は
な
く
素
人
で
あ
る
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
の
個
性
に
拠
る
の
み
な
ら
ず
、
世
阿
弥
よ
り
二
、

三
世
代
後
、
即
ち
、
優
れ
た
先
行
曲
が
数
多
く
存
在
し
能
自
体
も
既
成
の
も
の

と
し
て
定
着
し
た
時
代
を
も
反
映
す
る
も
の
だ
と
も
云
え
よ
う
。
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〈
俊
成
中
信
号
の
作
品
世
界

先
の
詞
章
検
討
を
も
と
に
〈
俊
成
忠
度
》
の
作
品
世
界
の
考
察
に
移
ろ
う
。

今
は
忠
度
像
の
造
形
に
関
し
て

作
品
の
構
成
と
に
絞
っ
て
述
べ
る
。 (

描
き
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
手
法
)
と

l 

作
品
中
の
忠
度
像

〈
俊
成
忠
度
》
で
創
り
出
さ
れ
た
忠
度
像
は
、
「
平
家
物
韮
巴
忠
度
語
を
取
捨

選
択
し
て
利
用
す
る
《
忠
度
〉
と
同
様
、
歌
人
と
い
う
側
面
に
専
ら
光
を
当
て

た
も
の
だ
っ
た
。
唯
て
修
羅
の
苦
患
に
陥
る
点
は
武
人
と
し
て
の
側
面
を
も

感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
「
さ
ざ
波
や

志
賀
の
都
は

荒
れ
に
し
を

昔
な
が
ら
の

山
桜
か
な
」
と
い
う
件
の
詠
歌
に
党
天
が
感
じ
入
っ
た
こ
と
で

修
羅
の
責
め
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
修
羅
道
の
描
写
す
ら

も
優
れ
た
歌
人
と
し
て
の
証
と
化
し
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
、
詠
歌
の
処
置
に

ま
つ
わ
る
恨
み
か
ら
到
来
し
た
と
い
う
設
定
の
シ
テ
・
忠
度
に
は
、
『
平
家
物

缶
巴
に
云
う
「
武
芸
に
も
歌
道
に
も
達
者
に
て
お
は
し
つ
る
人
」
と
い
う
イ
メ
l

ジ
よ
り
も
、
先
行
曲
《
忠
度
〉
で
形
成
さ
れ
た
「
歌
人
忠
度
」
と
い
う
イ
メ
l

ジ
の
方
が
は
る
か
に
強
烈
に
響
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
《
俊
成
忠
度
》
で
用
い
ら
れ
た
(
新
た
な
)
手
法
と
は
何
か
。
〈
忠

度
〉
を
踏
ま
え
、
「
平
家
物
語
』
の
忠
度
語
を
下
敷
に
し
た
そ
の
後
日
談
と
い
う

設
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
内
容
を
繰
り
返
し
て
も
さ
ほ
ど
目

新
し
さ
は
生
ま
れ
ま
い
。
そ
こ
で
、
忠
度
の
歌
へ
の
思
い
入
れ
と
優
れ
た
詠
歌

の
技
量
を
表
現
す
る
た
め
に
、
前
述
の
よ
う
な
趣
向
の
他
に
、
作
者
は
シ
テ
に

和
歌
道
の
解
釈
を
さ
せ
た
。
こ
れ
は
作
品
構
想
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

一
貫
性

が
強
ま
り
主
題
を
補
強
す
る
こ
と
に
は
な
る
。
だ
が
そ
の
反
面
、
件
の
忠
度
語

と
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
事
柄
が
延
々
と
シ
テ
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

全
体
と
し
て
は
イ
メ
ー
ジ
の
統
一
性
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
者
的
視
点
に
基
づ
く
忠
度
の
状
況
描
写
(
例
え
ば
、
俊
成
と

の
交
流
、
修
羅
苦
か
ら
の
詠
歌
の
功
徳
に
よ
る
救
済
な
ど
)
に
よ
っ
て
、
歌
人

と
し
て
の
忠
度
像
は
よ
り
一
層
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

2 

趣
向
に
つ
い
て

-
|
「
一
場
型
夢
幻
能
」
と
い
う
構
成

38 

作
品
全
体
に
お
け
る
最
も
主
要
な
趣
向
の
一
つ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
構
成

そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し

を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
以
下
、

て
み
よ
う
。

構
成
に
お
い
て
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、

シ
テ
が
変
身
し
な
い
、

い
わ
ゆ
る
夢
幻
能
で
あ
り
な
が
ら

つ
ま
り
は
じ
め
か
ら
本
来
の
姿

(
1霊
体
)
と
し
て
登

場
す
る
と
い
う
現
在
能
的
性
格
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
作
の

先
行
曲
〈
清
経
》
と
の
類
似
が
従
来
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
)
他
、
〈
経
政
〉
の
影

響
と
の
指
摘
も
あ
る
。

典
型
的
な
夢
幻
能
の
多
く
は
、
そ
の
舞
台
が
名
所
・
旧
跡
で
あ
り
、

そ
こ
に

や
っ
て
き
た
ワ
キ
・
旅
僧
の
前
に
シ
テ
が
姿
を
現
す
。
さ
ら
に
、
前
場
で
は
シ
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テ
は
、
在
所
の
人
間
に
姿
を
変
え
て
(
化
身
体
と
し
て
)
登
場
し
、
後
場
で
は

正
体
を
顕
わ
し

(
霊
体
と
し
て
)
自
ら
の
生
前
を
語
る
、

と
い
う
二
場
型
の
構

成
を
と
る
。
従
っ
て
、
別
人
格
を
装
う
前
シ
テ
と
本
来
の
姿
の
後
シ
テ
と
の
あ

り
よ
う
に
由
来
す
る
シ
テ
の
二
重
性
・
重
層
性
が
複
式
夢
幻
能
の
特
徴
だ
と
云

え
る
。
更
に
ま
た
、
後
シ
テ
の
語
り
が
「
ス
ト
ー
リ
ー
枠
外
の
語
り
手
」
の
語

り
へ
と
変
容
す
る
〈
忠
度
》
の
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
作
品
世
界
の
重
層
性
が

よ
り
強
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

一
場
型
夢
幻
能
は
シ
テ
は
同
じ

く
霊
体
で
は
あ
る
が
、

は
じ
め
か
ら
本
来
の
姿
で
登
場
す
る
の
で
別
人
格
を
装

う
必
要
が
な
い
。
必
然
的
に
、
複
式
夢
幻
能
と
は
そ
の
作
品
世
界
や
そ
れ
を
支

え
る
趣
向
の
あ
り
ょ
う
も
変
化
し
て
こ
よ
う
。

現
行
の
い
わ
ゆ
る
修
羅
物
の
う
ち
で
一
場
型
構
成
を
と
る
も
の
は
ベ
俊
成
忠

度
〉
と
《
清
経
〉
・
〈
経
政
〉
の
他
は
《
生
田
敦
盛
》
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
意
味

で
は
特
徴
的
な
タ
イ
プ
の
作
品
で
あ
る
。
〈
清
経
》
・
〈
経
政
〉
は
、

と
も
に
管

弦
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
た
平
家
の
風
雅
な
武
将
(
こ
の
点
は
敦
盛
も
同
様
)

を
シ
テ
と
す
る
修
羅
能
で
あ
り
、
「
平
家
物
語
』
に
見
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
ふ
ま

え
た
後
日
談
と
い
う
設
定
を
と
る
。
(
と
り
わ
け
経
政
と
い
う
人
物
は
、
『
平
家

物
韮
巴
巻
七
に
「
忠
度
都
落
」
「
経
政
都
落
」
と
並
べ
ら
れ
た
都
落
ち
の
際
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
楽
人
・
経
政
、
歌
人
・
忠
度
と
し
て
並
び
称
さ
れ
て
い

た
。
)
こ
の
二
人
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
は
、
最
期
が
華
々
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
特
に
経
政
の
死
は
、
さ
し
た
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
な
く
、
『
平
家
物

五
巴
で
も
「
修
理
大
夫
経
盛
の
嫡
子
、
皇
后
宮
亮
経
正
は
、
た
す
け
船
に
の
ら
ん

と
汀
の
方
へ
落
給
ひ
け
る
が
、
河
越
小
太
郎
重
房
が
手
に
取
篭
ら
れ
て
う
た
れ

給
ひ
ぬ
。
」
(
巻
九
「
知
章
最
期
」
)
と
あ
っ
さ
り
描
か
れ
る
。

つ
ま
り
経
政
と
い

う
人
物
は
、
楽
人
と
し
て
の
側
面
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
(
琵
琶
に
ま
つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
「
経
政
都
落
」
の
他
に
「
青
山
之
沙
汰
」
「
竹
生
島
詣
」
に
も

記
さ
れ
る
。
)
〈
清
経
〉
の
本
説
と
も
云
う
べ
き
「
平
家
物
語
』

の
清
経
需
は
入

水
説
話
が
中
心
で
、
詳
細
な
背
景
な
ど
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、
構
想
の
核
を
な
す

黒
髪
語
は
脚
色
さ
れ
た
部
分
が
大
き
い
。
彼
ら
は
忠
度
(
あ
る
い
は
敦
盛
)
の

場
合
と
違
っ
て
武
人
と
し
て
の
側
面
で
は
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
人

物
た
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
を
シ
テ
と
す
る
た
め
に
風
雅
な
側
面
し
か
描

き
得
な
い
作
品
が
、
と
も
に
一
場
物
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〈
俊
成
忠

度
〉
は
忠
度
の
風
雅
な
側
面
を
描
く
べ
く
こ
れ
ら
の
先
行
曲
(
特
に
、
並
び
称
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さ
れ
て
い
た
〈
経
政
〉
か
)

の
構
成
に
倣
っ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、

そ
れ
は
い
か
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

一
場
型
構
成
の
意
義
な

ど
詳
し
く
は
論
じ
か
ね
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
に
こ
の
二
曲
の
構
成
と
梗
概
を

あ
げ
、
《
俊
成
忠
度
〉
と
の
共
通
部
分
を
中
心
に
簡
単
な
整
理
を
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
楽
人
・
経
政
を
描
く
〈
経
政
〉
を
見
ょ
う
。
最
期
に
つ
い
て
多
く
を
語

ら
れ
な
い
経
政
は
、

シ
テ
が
命
を
落
と
し
た
場
所
に
ワ
キ
の
旅
僧
が
至
り
、
仮

の
姿
で
と
出
現
し
た
シ
テ
に
逢
う
と
い
う
、
他
の
修
羅
物
に
多
く
見
ら
れ
る
複

式
夢
幻
能
で
は
描
き
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
テ
・
経
政
が
到
来
す
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
と
し
て
彼
の
た
め
の
管
弦
講
と
い
う
〈
場
〉
が
用
意
さ
れ
た
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の
で
あ
る
。

マ
《
経
政
〉
の
構
成
と
梗
概

-
ワ
キ
登
場

2
シ
テ
の
登
場

3
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対

4
シ
テ
の
感
懐

5
シ
テ
の
物
語

6
シ
テ
の
立
働
き

仁
和
寺
の
行
慶
僧
都
(
ワ
キ
)
が
御
室
の
命
で
、
経
政

の
霊
を
弔
う
べ
く
青
山
の
琵
琶
を
仏
前
に
供
え

て
管
弦
講
を
催
す
。

平
経
政
の
霊
(
シ
テ
)
が
登
場
す
る
。

名
を
尋
ね
ら
れ
経
政
は
名
乗
る
が
、
灯
火
に
か
す
か

に
浮
ん
で
見
え
た
そ
の
姿
は
消
え
て
し
ま
い
、
声

だ
け
が
残
る
。

問
わ
れ
る
ま
ま
に
経
政
は
、
詩
歌
管
弦
を
愛
し
た
生

前
の
こ
と
を
語
り
始
め
る
。

経
政
は
手
向
け
ら
れ
た
青
山
の
琵
琶
を
手
に
取
り
奏

で
る
。

さ
ら
に
経
政
は
夜
遊
の
舞
を
舞
う
が
、
ま
も
な
く
修

羅
の
苦
患
の
時
到
り
、
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
を
恥

じ
て
灯
火
を
消
し
て
消
え
去
る
。

最
期
語
り
を
し
な
い
シ
テ
を
描
く
為
に
〈
経
政
》
で
用
い
ら
れ
た
手
法
は
、

『
和
漢
朗
詠
集
」
な
ど
の
詩
句
を
調
章
表
現
に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
)
。
こ
れ

は
《
俊
成
忠
度
》
に
も
共
通
す
る
手
法
で
、
先
に
挙
げ
た
詩
句
の
中
に
も
一
例

が
み
え
る

(
注
口
参
照
)
。

シ
テ
が
本
来
の
姿
で
い
き
な
り
現
実
空
間
に
登
場
す
る
に
あ
た
っ
て

ま
た
、

は
、
経
政
供
養
の
場
と
い
う
い
わ
ば
ワ
キ
の
待
ち
受
け
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い

〈
俊
成
忠
度
》
も
、

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
《
清
経
》
の
場
面
設
定
の
方
が
よ
り
詳
し
く
、
ま
た

シ
テ
と
縁
の
深
い
ツ
レ
・
ワ
キ
を
登
場
さ
せ
る
構
成
か
ら

ツ
レ
に
よ
る
形
見
持
参
や
死
の
場
面
を
踏
ま
え
た
後
日
談
と
い
う
設
定
な
ど
細

見
ょ
う
。

か
い
点
に
至
る
ま
で
、
《
清
経
》
と
類
似
す
る
部
分
が
多
い
。
以
下
《
清
経
》
を

マ
〈
清
経
》
の
構
成
と
梗
概

-
ワ
キ
の
登
場

2
ワ
キ
・
ツ
レ
の
応
対

3
ツ
レ
の
待
受
け

4
シ
テ
の
登
場

5
シ
テ
・
ツ
レ
の
応
対

6
シ
テ
の
物
語

淡
津
三
郎
(
ワ
キ
)
が
、
清
経
の
形
見
を
持
っ
て
九
州
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よ
り
都
に
上
る

淡
津
三
郎
は
主
人
の
自
殺
を
清
経
の
妻
(
ツ
レ
)
に
報

告
し
、
妻
は
悲
嘆
に
暮
れ
る

妻
は
形
見
の
髪
を
手
向
け
返
し
、
夢
待
ち
に
寝
る

清
経
(
シ
テ
)
が
夢
中
に
登
場
し
、
こ
の
世
の
妻
へ
の

愛
着
を
詠
嘆
。

妻
は
夫
の
自
殺
に
よ
る
愛
の
違
約
を
な
じ
り
、
清
経

は
愛
の
し
る
し
の
形
見
の
髪
を
妻
が
受
け
入
れ
ぬ

こ
と
を
恨
む

清
経
は
、
自
殺
を
恨
む
妻
を
な
だ
め
て
、
神
に
見
放
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さ
れ
た
平
家
一
門
の
絶
望
的
状
況
を
述
べ
、
死
を

選
ぶ
に
到
る
運
命
と
、
入
水
の
様
子
を
語
る

7
シ
テ
の
立
働
き

修
羅
道
の
苦
患
と
、
弥
陀
の
救
済
、
成
仏

ま
ず
ワ
キ
の
待
ち
受
け
に
関
し
て
。
《
清
経
V

で
は
ツ
レ
に
強
く
請
わ
れ
て
シ

テ
が
出
て
く
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

シ
テ
は
そ
の
場
へ
の
到
来

を
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

シ
テ
が
い
き
な
り
霊
体
と

し
て
登
場
す
る
必
然
性
を
確
保
す
る
た
め
の
布
石
で
あ
る
。

少
し
横
道
に
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
〈
清
経
》
で
は
シ
テ
が
ツ
レ
の
夢
中
に

登
場
す
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
〈
俊
成
忠
度
〉
で
は
現
実
の
日
常
生
活
空
間
に

故
人
の
霊
と
い
う
異
分
子
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
〈
清
経
》
の
場
合

は
夢
の
中
へ
到
来
す
る
わ
け
で
、

そ
こ
ま
で
際
だ
っ
た
違
和
感
は
生
じ
ま
い
。

換
言
す
れ
ば
〈
清
経
〉
の
場
合
は
異
界
と
の
境
界
自
体
が
暖
昧
な
場
面
設
定
に

な
っ
て
お
り
、
異
界
か
ら
の
来
訪
者
も
訪
れ
易
い
。
(
こ
の
こ
と
は
、
夢
を
媒
介

と
す
る
こ
と
で
現
実
世
界
と
異
界
と
が
繋
が
る
と
い
う
、
夢
の
古
来
の
あ
り
よ

う
と
も
関
わ
る
。
)
夢
中
に
シ
テ
が
到
来
す
る
設
定
は
、
多
く
の
二
場
物
(
複
式
)

夢
幻
能
と
共
通
す
る
要
素
で
も
あ
る
。
日
中
の
現
実
空
間
に
登
場
す
る
点
は
〈
経

政
》
の
シ
テ
も
〈
俊
成
忠
度
〉
と
同
様
だ
が
、
姿
が
見
え
隠
れ
し
つ
つ
半
ば
幻

の
よ
う
に
し
て
現
実
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
和
感
は
薄
れ
る
だ
ろ

フ。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
差
異
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別
世

界
だ
と
い
う
前
提
を
持
っ
た
現
代
人
の
眼
差
し
を
も
っ
て
眺
め
た
時
に
初
め
て

生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
に
し
て
み
れ
ば
さ
し
た
る
違
い
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
論
じ
る
必
要
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
現
代
か
ら
近
世
の
は
る
か
彼
方
に
中
世
を
顧
み
る
と
き
、
そ
こ
に
江
戸
期
の

幽
霊
の
あ
り
よ
う
と
は
肌
合
い
を
異
に
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
ま
た
事

実
で
あ
る
。
(
余
談
な
が
ら
、
そ
の
意
味
で
こ
の
三
曲
を
並
べ
て
み
る
と
、
《
清

経
》
か
ら
《
経
政
V

、
そ
し
て
〈
俊
成
忠
度
〉
へ
と
次
第
に
近
世
の
幽
霊
に
近
づ

く
か
。
)

さ
て
、

ま
た
《
清
経
〉
の
シ
テ
は
自
ら
の
最
期
を
も
語
り
修
羅
の
責
め
の
様

を
見
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
最
期
語
り
は
、
《
忠
度
》
(
な
ど
の
二
場
型
の
夢
幻
能
)

の
場
合
と
は
少
々
性
質
が
異
な
る
。
〈
清
経
》
の
最
期
語
り
は
、
生
前
の
清
経
由
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身
の
視
点
か
ら
の
み
の
描
写
で
一
貫
し
て
い
る
。
〈
忠
度
〉
の
後
場
で
は
、
生
前

の
姿
に
戻
っ
た
シ
テ
が
現
れ
て
最
期
語
り
を
始
め
る
が
、
語
り
つ
つ
次
第
に
変

容
し
て
全
知
視
点
に
立
つ
「
ス
ト
ー
リ
ー
の
語
り
手
」
と
化
し
、
忠
度
の
死
後

の
こ
と
を
も
語
り
続
け
る
。
だ
が
、
〈
清
経
》
で
は
聞
き
手
で
あ
る
妻
に
向
か
っ

て
死
に
至
っ
た
事
情
を
説
明
す
る
た
め
の
語
り
で
あ
り
、

一
対
一
対
の
対
話
を

前
提
と
し
た
情
報
伝
達
と
い
う
設
定
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
〈
清
経
》
に
お
い
て
は
、
最
期
語
り
が
結
末
部
分
と
呼
応

す
る
こ
と
も
云
い
添
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
も
、
清
経
が
修
羅

道
か
ら
救
済
さ
れ
る
の
は
、
死
の
直
前
に
唱
え
た
念
仏
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

修
羅
道
か
ら
の
救
い
は
歌
徳
ゆ
え
だ
と
す
る
《
俊
成
忠
度
〉
の
方
が
、

よ
り
密
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接
に
主
題
に
結
び
つ
い
て
は
い
る
。
だ
が
、
作
品
の
中
心
と
な
る
べ
き
シ
テ
の

語
り
と
結
末
と
が
呼
応
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
〈
清
経
V

の
方
が
、

よ
り
強
い

統
一
性
を
備
え
て
い
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

3 

ニ
場
型
夢
幻
能

(
H複
式
夢
幻
能
)
と
一
場
型
夢
幻
能

以
上
、
同
じ
一
場
物
の
半
現
在
能
的
夢
幻
能
の
中
で
相
違
を
み
た
が
、
こ
れ

ら
を
二
場
か
ら
成
る
夢
幻
能
と
比
較
し
た
と
き
、

シ
テ
の
姿
が
変
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

I

複
式
夢
幻
能

(
l二
場
型
夢
幻
能
)
の
《
忠
度
》
で
は
、
世
阿
弥
が
『
三
道
』

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
現
在
「
夢
幻
能
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て

分
類
さ
れ
る
能
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

シ
テ
は
あ
る
特
定
の
「
場
所

(
所
、
土
地
、
在
所
)
」
を
縁
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
《
俊
成
忠
度
〉

の
シ
テ
の
場
合
は
単
な
る
「
場
所
」
で
は
な
く
、
《
清
経
〉
・

《
経
政
〉
の
場
合

と
同
様
に
、
あ
る
「
場
面
」
(
人
と
も
の
と
が
そ
ろ
っ
て
い
て
条
件
に
か
な
う
所
)

そ
れ
に
惹
か
れ
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
云
う
と
、

を
縁
に
し
て
お
り
、

「
場
所
」
を
縁
と
し
て
登
場
す
る
シ
テ
は
そ
の
土
地
に
居
着
い
て
い
る
(
従
っ
て

設
定
と
し
て
は
ワ
キ
が
偶
然
に
シ
テ
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
に
な
る
)
こ
と
が
多

しユ

い
わ
ば
〈
居
着
き
型
〉
の
シ
テ
だ
が
、
「
場
面
」
を
縁
と
す
る
シ
テ
は
条
件
の

か
な
う
と
こ
ろ
へ
自
ら
出
向
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
〈
出
向
き
型
〉
シ

テ
に
は
、
近
世
の
幽
霊
に
通
じ
る
要
素
を
も
見
出
せ
よ
う
。

〈
忠
度
》
と
〈
俊
成
忠
度
》
と
を
く
ら
べ
る
と
、

シ
テ
の
物
語
の
中
心
と
な
る

の
は
、
複
式
夢
幻
能
の
《
忠
度
》
に
お
い
て
は
自
身
の
最
期
語
り
で
あ
る
。

方

一
場
型
夢
幻
能
の
《
俊
成
忠
度
〉
の
シ
テ
の
物
語
は
和
歌
の
六
義
に
つ
い

て
で
あ
り
、
「
忠
度
最
期
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
延
々
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

複
式
の
場
合
は
、

シ
テ
の
変
身
に
伴
っ
て
語
り
の
内
容
も
変
わ
り
、

の
み
な
ら

ず
先
述
の
よ
う
に
後
場
で
は
し
ば
し
ば
シ
テ
の
語
り
は
第
三
者
的
「
語
り
手
」

(
ス
ト
ー
リ
ー
枠
外
の
語
り
手
)
の
そ
れ
に
変
容
し
て
し
ま
う
。
だ
が
一
場
物
の

場
合
、

シ
テ
は
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
人
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
く
、

そ
の
語
り
も
一
貫
性
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
複
式
夢
幻
能
の
《
忠
度
〉
で
は
、

霊
体
で
あ
る
後
シ
テ
が
「
ス
ト
ー
リ
ー
の
語
り
手
」
と
化
し
も
す
る
が
、

場

型
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
か
わ
り
に
、
霊
体
の

シ
テ
が
現
在
体
で
あ
る
ワ
キ
達
と
直
接
や
り
と
り
を
す
る
こ
と
で
、

シ
テ
が
第

42 

三
者
的
・
客
観
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
演
劇
的
表
現
は
、

ま
る

で
シ
テ
が
一
人
の
登
場
人
物
と
対
等
の
重
み
し
か
持
た
さ
れ
ず
、
舞
台
で
占
め

る
比
重
が
小
さ
く
な
っ
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
作
品
世
界
中
を

縦
横
無
尽
に
馳
せ
る
超
人
間
的
存
在
が
、
少
な
く
と
も
調
章
表
現
上
で
は
、

人
の
人
物
と
同
様
の
制
約
を
受
け
て
い
る
と
云
え
よ
う
か
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
複
式
夢
幻
能
と
い
う
型
を
用
い
て
忠
度
像
を
描
き
出
そ
う

と
す
る
と
必
然
的
に
そ
れ
は
〈
忠
度
〉
と
酷
似
し
た
作
品
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。

一
場
物
の
半
現
在
能
的
な
構
成
に
変
え
た
か
ら
こ
そ
最
期
語

り
を
中
心
に
し
な
い
《
俊
成
忠
度
》
と
い
う
作
品
は
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
二
場
型
と
一
場
型
と
の
構
成
を
比
較
し
て
各
々
の
大
き
な



謡曲〈俊成忠度〉考一一作品構想とその趣向をめぐって一一

特
徴
の
み
に
触
れ
て
き
た
が
、
詳
細
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

....... 
"、
む
す
び
に
か
え
て

l
《
忠
度
》
と
〈
俊
成
中
信
号
|

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
《
俊
成
忠
度
》
は
、
『
平
家
物
語
」

度
語
を
も
と
に
創
出
さ
れ
た
〈
忠
度
》
の
忠
度
像
を
、

の
忠

一
場
型
夢
幻
能
と
い
う

異
な
る
構
成
(
と
典
拠
、
素
材
)
を
用
い
た
手
法
で
、
発
展
的
に
描
く
と
い
う

構
想
の
も
と
に
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

趣
向
の
違
い
ゆ
え
、
調
章
(
テ
ク
ス
ト
)

か
ら
引
出
さ
れ
る
主
題
も
ま
た
異
な

る
も
の
と
な
っ
た
。
《
忠
度
》
が
忠
度
個
人
の
こ
と
に
終
始
す
る
の
に
対
し
て
、

〈
俊
成
忠
度
〉
は
和
歌
論
を
取
り
入
れ
抽
象
化
を
一
歩
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
忠
度
の
優
れ
た
歌
人
ぶ
り
を
描
こ
う
と
し
た
結
果
と
し
て
、
和
歌
の
功
徳

の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
曲
の
構
想
に
つ
い
て
の
考
察
を
経
て
、
同
じ
作
者
の
手
に
な
る

《
半
蔀
v
・
〈
木
玉
浮
舟
〉
の
検
討
を
も
併
せ
、
本
曲
の
作
者
、
内
藤
左
衛
門
の
手

法
に
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
き
た
い
。
現
時
点
で
は
多
く
の
こ
と
は
云
え
な
い
が
、

先
行
曲
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
シ
テ
の
イ
メ
ー
ジ

(
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
め
た
本

説
の
イ
メ
ー
ジ
世
界
)
を
、
あ
え
て
先
行
曲
と
は
異
な
る
手
法
(
そ
れ
も
お
そ

ら
く
は
作
者
に
と
っ
て
比
較
的
新
し
い
手
法
)
を
用
い
て
再
創
造
す
る
の
が
彼

の
手
法
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
(
勿
論
、
先
行
曲
の
作
品
世
界
の
イ
メ
ー
ジ

ま
で
も
変
え
よ
う
と
い
う
意
図
は
無
か
っ
た
が
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
た
と
い

う
部
分
は
あ
る
だ
ろ
う
。
)
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
そ
う
し
た
彼
の
作
能
法

の
検
討
を
通
し
て
、
「
謡
曲
」
と
い
う
形
態
と
本
説
の
文
学
作
品
と
の
関
わ
り
を

考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
1
)

本
稿
で
用
い
た
「
構
想
」
・
「
主
題
」
・
「
趣
向
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
。

こ
れ
ら
は
作
品
分
析
の
用
語
と
し
て
は
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
含

有
す
る
内
容
は
様
々
で
あ
る
。
「
構
想
(
作
意
・
ね
ら
い
こ
と
そ
れ
を
構
成
す
る

「
主
題
(
作
者
の
観
念
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
)
」
・
「
趣
向
(
作
品
全
体
あ
る
い
は

特
定
場
面
の
工
夫
。
筋
や
見
せ
場
ご
と
い
う
語
に
つ
い
は
、
本
稿
で
は
概
ね
天

野
文
雄
氏
の
語
用
法
に
従
う
。
(
「
能
の
成
立
と
展
開
」
四
O
頁
。
「
岩
波
講
座

日
本
文
学
史
第
五
巻
一
五
・
二
ハ
世
紀
の
文
学
」
岩
波
書
庖
・
一
九
九
六
年
、

所
収
)

た
だ
し
趣
向
と
主
題
に
つ
い
て
は
、
作
品
受
容
の
側
か
ら
、
即
ち
、
作
者
の
意

図
に
関
わ
ら
ず
調
章
テ
キ
ス
ト
を
中
心
と
す
る
作
品
分
析
か
ら
引
き
出
せ
る
も

の
と
し
て
論
を
進
め
た
い
。

(
2
)

「
井
筒
、
上
花
也
O
i
-
-
-
道
盛
・
忠
度
・
よ
し
常
、
三
番
、
修
羅
が
か
り
に
は

よ
き
能
也
。
此
う
ち
、
忠
度
上
花
欺
。
」
(
第
十
四
条
)
(
表
章
・
加
藤
周
一
校
注

の
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
所
収
の
本
文
よ
り
引
用
。
以
下
、
世
阿
弥

伝
書
の
引
用
は
全
て
同
書
所
収
の
本
文
に
拠
る
。
)

(
3
)

逆
に
、
こ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
中
世
半
ば
以
降
、
よ
り
広
く
知
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
の
裏
に
は
、
世
阿
弥
の
名
作
〈
忠
度
〉
と
い
う
能
の
影
響
力
も
大
き

く
働
い
て
い
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
平
家
物
語
」
巻
七
・
巻
九
の
忠
度
語
に
は
、
と

も
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
終
り
に
コ
メ
ン
ト
(
そ
れ
は
語
り
手
の
声
で
あ
り
、
読
者
の

反
応
で
も
あ
る
)
が
付
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
山
下
宏
明
氏
ら
に
よ

る
と
、
こ
れ
ら
は
元
来
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
要
素
で
あ
り
、
時
の
経
過
と
共
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に
付
加
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
(
山
下
宏
明
編
『
平
家
物
語
受
容
と

変
容
』
有
精
堂
・
一
九
九
三
年
な
ど
多
数
)
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
広
く
人
々
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
だ
か
ら
こ
そ
世
阿
弥
は
使
用
し
た
と
云
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

(
4
)

『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
岩
波
新
日
本
古
典
大
系
(
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明

校
注
)
所
収
の
本
文
に
拠
る
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
「
忠
度
」
の
表
記
は
「
忠
教
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
煩
わ
し
さ
を
避
け
る
べ
く
本
稿
で
は
一
貫
し
て
「
忠
度
」
と

し
た
。

(
5
)

《
忠
度
〉
の
本
説
利
用
や
そ
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
夢
幻
能
に
お
け
る

シ
テ
の
変
容
に
つ
い
て
|
本
説
語
り
の
詞
章
か
ら
・
謡
曲
〈
忠
度
〉
考
l
」
(
『
広

島
女
子
大
国
文
』
第
十
三
号
、
一
九
九
六
年
九
月
)
、
お
よ
び
「
〉
仕
立
芯
ロ
え

君。ロ
-wロ。巧ロ

m
Z
ユg
S
N
E
B
-
-凹

Z
。
}
同
盟
国
百
I
l
l
s
p
m
g
m
o
。同

M
3
Q
忌
さ
え
|
l」
(
『
第
五
回
日
韓
美
学
研
究
会
報
告
書
』
、
一
九
九
七
年
六
月
)

に
詳
し
く
述
べ
た
。

(6)

『
風
姿
花
伝
』
第
二
物
学
条
々
、
「
修
羅
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
れ
又
、
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
。
但
、
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
。
是
、
こ
と
に
花
や

か
な
る
所
あ
り
た
し
。
(
以
下
略
)
[
傍
線
は
稿
者
]

(
7
)

作
者
付
の
記
事
は
以
下
の
通
り
。
引
用
は
冒
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
8

謡
曲
・
狂
言
』
(
三
省
堂
・
一
九
七
七
年
)
所
収
の
本
文
に
拠
る
。

な
お
『
自
家
伝
抄
』
に
世
阿
弥
作
と
あ
る
が
、
こ
の
本
は
作
者
不
明
の
場
合
は

全
て
世
阿
弥
作
と
し
て
い
る
点
で
信
頼
性
に
欠
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。

-
『
能
本
作
者
注
文
』
(
大
永
四
年
[
一
五
二
四
]
奥
書
・
観
世
系
作
者
付
)

タ
克
ノ
上
鵠
控
朝
一
昨
一
式
俊
成
忠
度
同
作
木
玉
浮
舟
同
シ
作

-
『
い
ろ
は
作
者
注
文
』
(
江
戸
初
期
・
「
能
本
役
者
注
文
』
に
基
づ
い
て
増
補
し

た
と
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
影
響
下
に
は
な
い
。
)

俊
成
忠
則
詔
門

(
末
尾
の
作
者
名
列
記
部
分
に
「
三
番
内
藤
左
右
門
作
桂
ハ
河
内
守
と
云
也
」
)

・
『
歌
謡
作
者
考
』
(
江
戸
期
・
豆
町
本
役
者
注
文
』
に
基
づ
く
)

俊
成
忠
教
訓
醐
門

(
末
尾
の
作
者
名
列
記
部
分
に
「
三
番
内
藤
左
衛
門
号
河
内
守
」
)

-
『
二
百
拾
番
謡
目
録
』
(
明
和
二
年
[
一
七
六
五
]
刊
・
十
五
世
観
世
大
夫
章
編
)

五
傑
忠
度
(
俊
成
忠
度
)
作
者
未
詳

(
但
し
「
内
百
番
之
部
」
に
「
半
蔀
内
藤
左
衛
門
」
、
及
び
作
者
名
列
記

に
名
前
は
見
え
る
。
)

・
『
自
家
伝
抄
作
者
付
』
(
永
正
十
三
年
[
一
五
一
六
]
奥
書
・
金
春
系
作
者
付
)

俊
成
忠
度
目

(8)

「
能
作
者
内
藤
河
内
守
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
鎮
仙
』
一
九
八
七
年
三
月
号
)
に
拠

る
と
、
『
守
光
公
記
』
(
武
家
伝
奏
の
広
橋
守
光
筆
)
の
永
正
十
二
年
(
一
五
一
五
)

三
月
三
日
の
条
に
、
以
下
の
様
な
記
事
が
見
え
る
。

三
月
三
日
間
自
晩
頭
雨
下
。
今
於
剛
劇
河
阿
出
川
招
前
耐
町
田
町
一
治
器
材
。

観
世
大
夫
凝
雲
能
云
々
。
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(
『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
六
、
傍
線
は
稿
者
。
)

(9)

能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』
(
一
九
三
八
年
・
岩
波
書
庖
)
所
収
の
「
第
十
一

章
演
能
曲
目
考
」
に
拠
る
。
ち
な
み
に
、
〈
忠
度
〉
は
同
書
に
よ
る
と
二
十
六
回

で
、
永
禄
七
年
以
降
の
も
の
が
そ
の
う
ち
二
十
三
回
を
占
め
る
。

ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
提
供
の
演
能
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
、
江
戸
初

期
の
演
能
に
つ
い
て
は
、
元
禄
七
年
五
月
三
十
日
(
「
元
禄
御
能
組
」
)
と
享
保
五

年
三
月
十
三
日
(
室
生
新
次
郎
大
坂
勧
進
能
三
日
目
・
「
大
阪
勧
進
能
番
組
」
)

の
二
回
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
く
《
忠
度
〉
の
演
能
は
一

O
O回
を
数
え
る
。

(
叩
)
《
俊
成
忠
度
〉
の
詞
章
は
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
・
淵
田
虎
頼
節
付
本
(
松

井
家
蔵
・
大
永
二
年

1
天
正
頃
写
)
を
用
い
た
。
以
下
、
詞
章
の
引
用
は
岡
本
に

拠
る
が
、
表
記
に
つ
い
て
は
漢
字
を
あ
て
送
り
仮
名
・
濁
点
を
付
す
な
ど
私
に
改
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め
た
。
役
名
等
の
注
記
(
縮
小
文
字
を
使
用
)
は
原
則
と
し
て
底
本
の
表
記
を
採

用
し
、
役
名
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
右
側
に
括
弧
付
き
で
補

う
。
節
と
詞
の
区
別
に
つ
い
て
も
底
本
に
従
い
、
節
は
『
を
、
詞
は
「
を
、
各
部

分
の
は
じ
め
に
付
け
て
区
別
を
明
記
す
る
。
ま
た
、
小
段
・
段
(
小
見
出
し
を
含

む
)
も
私
意
に
よ
る
。

(
日
)
四
流
と
も
に
現
行
の
演
出
で
は
ワ
キ
・
阿
部
、
ツ
レ
・
俊
成
、
さ
ら
に
ト
モ
・

従
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
古
写
本
の
詞
章
に
従
う
。
古
い
か
た
ち
に
従

う
な
ら
ば
、
俊
成
を
ワ
キ
、
阿
部
を
ワ
キ
ツ
レ
と
す
る
の
が
最
も
・
自
然
な
の
だ

が
、
現
行
で
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
ワ
キ
方
の
人
数
が
少
な
い
な
ど
上
演
に
纏

わ
る
事
情
に
よ
る
処
置
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
現
行
観
世
流
の
調
章
で
は
、
シ
テ
は
自
ら
す
す
ん
で
和
歌
の
六
義
を
語
り
始
め

る。

(
口
)
「
和
歌
の
六
義
」
云
々
に
関
し
て
は
、
世
阿
弥
作
《
蟻
通
〉
の
第
5
段
[
下
ゲ

歌
]
に
も
「
お
よ
そ
歌
に
は
六
義
あ
り
こ
れ
六
道
の
巷
に
定
め
置
い
て
六

つ
の
色
を
分
か
つ
な
り
」
(
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
上
』
に
拠

る
)
と
い
う
類
似
の
詩
句
が
見
え
る
。
《
蟻
通
》
は
「
俊
頼
随
脳
』
の
貫
之
説
話

を
本
説
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
義
氏
が
「
そ
れ
(
和

歌
の
六
義
[
引
用
者
注
]
)
を
「
六
道
」
に
配
当
す
る
所
説
は
、
『
古
今
集
』
そ
の

も
の
で
な
く
、
中
世
歌
学
の
秘
伝
を
も
合
わ
せ
て
い
る
ら
し
い
。
」
と
な
さ
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
直
接
の
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
が
と
し
て
、
た
と
え
ば
書
陵
部
本

『
和
歌
知
顕
集
』
に
「
歌
の
六
体
:
:
:
悟
り
の
前
に
は
六
道
の
報
法
身
の
仏
と

也
。
迷
ひ
の
前
に
は
:
:
:
六
道
の
ち
ま
た
と
な
る
。
」
と
み
え
る
例
を
あ
げ
、
「
六

義
と
六
体
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
種
の
所
説
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
」
と
す
る
。
(
引
用
書
〈
蟻
通
》
「
解
題
」
)

(M)

第
5
段
の
引
用
中
に
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
蔵
の

「
神
祇
陰
陽
秘
書
抄
』
(
大
永
六
年
の
年
記
あ
り
)
に
一
致
す
る
所
伝
の
あ
る
旨

が
早
く
伊
藤
正
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
「
蟻
通
和
歌
の
心
を
道
と

し
て
|
」
『
謡
曲
雑
記
』
[
和
泉
書
院
・
一
九
八
九
年
四
月
]
所
収
、
初
出
は
「
か

ん
の
う
』
二
三
三
号
・
一
九
七
九
年
二
月
。
)
伊
藤
氏
は
判
断
を
保
留
、
島
津
忠

夫
氏
も
『
能
と
連
歌
』
(
和
泉
書
院
・
一
九
九

O
年
三
月
)
所
収
の
作
品
研
究
「
俊

成
忠
度
」
の
付
記
に
そ
の
旨
を
記
し
て
、
「
典
拠
と
す
べ
き
か
、
逆
に
こ
の
曲
に

拠
る
記
述
か
は
今
後
の
検
討
に
ま
つ
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
は
神
道
系
の
諸

説
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
書
の
性
格
及
び
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
詳

細
な
調
査
の
後
に
機
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(日
)

5
段
の
ク
セ
直
後
の
「
人
丸
世
に
亡
く
な
り
て
歌
の
こ
と
止
ま
り
ぬ
と
紀

貫
之
も
弱
恒
も
か
く
こ
そ
書
き
置
き
し
か
ど
も
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
古
今
集

仮
名
序
(
「
つ
ら
ゆ
き
ら
が
こ
の
世
に
お
な
じ
く
む
ま
れ
て
こ
の
こ
と
の
時
に
あ

へ
る
を
な
む
よ
ろ
こ
び
ぬ
る
、
人
ま
ろ
な
く
な
り
に
た
れ
ど
う
た
の
こ
と
と
ど
ま

れ
る
か
な
、
た
と
ひ
時
う
つ
り
こ
と
さ
り
た
の
し
び
か
な
じ
ぴ
ゆ
き
か
ふ
と
も
こ

の
う
た
の
も
じ
あ
る
を
や
、
:
:
:
」
)
と
内
容
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
つ

い
て
は
作
者
の
誤
解
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
内
容
を
含
む
当
時
の
注
釈
書
に

拠
っ
た
も
の
か
。
(
古
今
集
仮
名
序
の
引
用
は
『
新
編
国
家
大
観
』
に
拠
る
。
)

(
珂
)
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
に
拠
る
。

(
口
)
漢
籍
有
名
古
典
の
佳
句
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
し
て
、
終
末
部
(
第
6
段
)
の
詞

章
を
例
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。

下
旬

Z
¥
『
や
や
あ
っ
て
さ
ざ
波
や

同
『
や
や
あ
っ
て
さ
ざ
波
や
志
賀
の
都
は
荒
れ
に
し
を
普
な
が
ら
の

山
桜
か
な
と
党
天
感
じ
給
ひ
し
よ
り
剣
の
責
を
免
れ
て
暗
闇
と
な
り

し
か
ば
倒
刈
引
制
州
司
削

4日
開
制
剖
剖
剖
叫
則
剤
剖
闘
州
司
削
同

じ
く
惜
し
む
少
年
の
春
の
夜
も
は
や
白
々
と
明
け
渡
れ
ば
あ
り
つ
る

姿
は
消
え
消
え
と
あ
り
つ
る
姿
は
鶏
寵
の
山
木
隠
れ
て
失
せ
に
け
り

跡
木
隠
れ
て
失
せ
に
け
り

傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
白
楽
天
の
詩
句
を

用
い
た
〈
経
正
v

・
〈
二
人
静
〉
と
同
じ
文
句
で
あ
る
。
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O
燈
火
を
背
け
て
は
共
に
憐
れ
む
深
夜
の
月

マ
〈
経
正
〉

6
段
[
中
ノ
リ
地
]
「
燭
を
背
け
て
は
、
燭
を
背
げ
で
は
、
共
に

憐
む
深
夜
の
月
を
も
、
:
:
:
」

O
花
を
踏
ん
で
は
同
じ
く
惜
し
む
少
年
の
春
の
夜
も

マ
〈
二
人
静
〉

7
段
[
ク
セ
]
「
花
を
踏
ん
で
は
、
同
じ
く
惜
し
む
少
年
の
、

春
の
夜
も
・
・
・
・
・
・
」

(
引
用
は
岩
波
日
本
古
典
大
系
『
謡
曲
集
』
に
拠
る
)

V
『
和
漢
朗
詠
集
』
(
上
巻
・
春
夜
二
七
・
白
楽
天
)

「
背
燭
共
憐
深
夜
月
踏
花
同
惜
少
年
春
白
」

(
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
)

(
団
)
《
清
経
〉
と
の
構
成
の
類
似
に
つ
い
て
は
『
謡
曲
大
観
』
に
指
摘
が
あ
り
、
島

津
忠
夫
氏
の
作
品
研
究
「
俊
成
忠
度
」
(
『
観
世
』
一
九
八
五
年
三
月
号
、
後
に
『
能

と
連
歌
』
[
和
泉
書
院
・
一
九
九

O
年
三
月
]
に
所
収
)
で
も
、
「
こ
の
曲
は
、
「
忠

度
」
と
い
う
世
阿
弥
の
名
曲
の
あ
る
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
「
清
経
」

の
型
に
お
き
か
え
み
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
音
曲
的
な
構
成
に
つ
い
て
は
、
味
方
健
氏
に
よ
る
と
、
「
〈
ク
セ
〉
か
ら
〈
カ

ケ
リ
〉
、
そ
の
あ
と
の
コ
ト
パ
へ
運
ば
れ
る
ぐ
あ
い
は
《
頼
政
〉
あ
る
い
は
〈
生

田
敦
盛
V

と
同
工
で
、
〈
中
ノ
リ
地
〉
の
苦
患
を
ツ
ヨ
吟
、
そ
れ
が
去
っ
て
ヨ
ワ
吟

に
ほ
ど
け
る
手
法
も
ま
た
〈
生
田
敦
盛
》
を
ま
な
ぷ
。
」
と
い
う
。
(
西
野
春
男
・

羽
田
剥
編
『
能
・
狂
言
事
典
』
平
凡
社
、
「
能
曲
名
」
の
《
俊
成
忠
度
〉
の
項
)

こ
の
中
ノ
リ
地
は
、
修
羅
能
に
典
型
的
な
い
わ
ゆ
る
「
修
羅
ノ
リ
」
で
あ
る
。

(
四
)
《
経
政
〉
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
竹
本
幹
生
氏
の
「
〈
清
経
〉
〈
経
政
〉

等
の
影
響
作
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
。
(
竹
本
幹
生
・
橋
本
朝
生
編
『
別
冊
園
文

学
能
・
狂
言
必
携
』
一
九
九
五
年
五
月
刊
所
収
の
「
能
作
品
一
覧
」
〈
俊
成
忠

度
》
の
項
)

《
経
政
〉
の
作
者
は
未
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
世
阿
弥
の
作
と
す
る
伊
藤

正
義
氏
の
説
(
『
謡
曲
雑
記
』
和
泉
書
院
・
一
九
八
九
年
)
に
従
い
た
い
と
考
え

て
い
る
。
世
阿
弥
作
と
し
た
場
合
も
、
作
品
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る

が
、
現
時
点
で
は
稿
者
も
明
確
な
根
拠
に
基
づ
く
見
解
を
示
す
こ
と
は
で
き
な

な
お
、
こ
の
作
品
は
五
流
全
て
の
現
行
曲
で
あ
る
が
、
観
世
・
金
剛
流
で
は
〈
経

正
〉
と
い
う
表
記
を
使
い
、
宝
生
・
金
春
・
喜
多
で
は
〈
経
政
》
と
記
す
。
本
稿

で
は
詞
章
を
引
用
し
た
日
本
古
典
大
系
『
謡
曲
集
』
に
従
い
「
経
政
」
の
表
記
で

統
一
し
た
。

(
却
)
中
村
格
「
「
清
経
」
鑑
賞
|
本
説
と
劇
的
性
格
に
触
れ
て
1

」
(
『
室
町
能
楽

論
考
」
わ
ん
や
書
庖
・
一
九
九
四
年
)
参
照
。

(
幻
)
岡
見
弘
「
作
品
研
究
経
政
」
(
『
観
世
』
昭
和
六
十
年
七
月
号
)
参
照
。

(
幻
)
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
下
」
所
収
の
本
文
の
小
段
分
け
に
従
っ
て
小

見
出
し
を
私
に
付
し
、
梗
概
を
ま
と
め
た
。

(
幻
)
小
林
保
治
「
謡
曲
修
羅
物
の
方
法
1

経
政
の
場
合
|
」
(
『
日
本
文
学
』
一
九
七

一
年
二
月
号
)
参
照
。

(M)

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
所
収
の
本
文
に
付
記
さ
れ
た
構
成
・
梗

概
に
拠
る
。

(
お
)
一
場
物
で
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
死
者
の
霊
が
い
き
な
り
現
実
空
間
に
出
現

す
る
こ
と
が
不
自
然
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
第
三
者
が
待
ち
受
け
て
い
る
(
あ
る
い
は

ウ
ケ
の
体
制
が
あ
る
程
度
整
っ
て
い
る
)
こ
と
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
は
な
い
か
。

(
却
)
中
入
な
し
の
一
場
物
で
あ
っ
て
も
、
〈
松
風
〉
・
〈
杜
若
〉
な
ど
の
よ
う
に
物

着
等
が
あ
り
シ
テ
が
装
束
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
は
、
複
式
夢
幻
能
と
同
様
に
見

な
す
。な

お
、
通
称
に
従
い
、
「
一
場
物
」
に
対
す
る
「
二
場
型
夢
幻
能
」
は
、
以
下

「
複
式
夢
幻
能
」
と
記
す
。

(
幻
)
「
能
に
は
本
説
の
在
所
あ
る
べ
し
。
名
所
・
旧
跡
の
曲
所
な
ら
ば
、
其
所
の
名

歌
・
名
句
の
言
葉
を
取
る
事
、
能
の
破
三
段
の
内
の
、
詰
め
と
覚
し
か
ら
ん
在
所

に
書
べ
し
。
是
、
能
の
堪
用
の
曲
所
成
る
べ
し
。
其
外
、
よ
き
言
葉
、
名
句
な
ど
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謡曲〈俊成忠度〉考一一作品横想とその趣向をめぐって一一

を
ば
、
為
手
の
云
事
に
書
ぺ
し
。
」
(
「
三
道
」
、
「
能
作
書
条
々
」
の
「
三
、
書
と

は
」
の
項
)

(
却
)
こ
の
こ
と
は
謡
曲
の
題
名
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
〈
俊
成
忠
度
〉
は
〈
忠
度
V

と
い
う
話
曲
と
区
別
す
る
為
に
、
地
名
で
は
な
く
て
「
俊
成
」
と
い
う
人
名
が
付

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
俊
成
」
と
い
う
人
名
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
曲
に
は
〈
五
条
忠
度
〉
と
い
う
別
名
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
五
条
」
と
い
う
地

名
が
俊
成
の
居
所
で
あ
る
ゆ
え
に
意
味
を
な
す
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励

費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
、
広
島
芸
術
学
会
第
十
一
回
大
会
(
一
九
九
七
年
七
月

十
九
・
二

O
日
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

席
上
な
ら
び
に
論
文
作
成
の
過
程
で
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
、
あ
ら
た
め
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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