
能
の
特
徴
と
し
て
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
旅
の
僧
の
夢
の
中
に
亡
霊

が
現
わ
れ
る
と
い
う
複
式
夢
幻
能
の
形
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
が
成
立

し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
能
が
寺
院
に
お
け
る
宗
教
儀
礼
に
起
源
を
持

ち
、
そ
の
能
作
に
唱
導
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
る

（
１
１
）

う
。
し
か
し
複
式
夢
幻
能
と
い
う
形
式
自
体
は
、
能
の
大
成
者
で
あ
る
世
阿
弥

に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
形
の
能
作
品
の
持
つ
宗
教
性
の

意
味
は
、
芸
能
化
以
前
の
要
素
の
残
存
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
の
固

有
性
と
し
て
、
世
阿
弥
に
即
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初

の
能
芸
論
『
風
姿
花
伝
』
の
う
ち
で
も
は
じ
め
に
成
立
し
た
第
一
ｌ
第
三
篇
ま

で
の
付
篇
的
存
在
で
あ
る
「
第
四
神
儀
」
篇
に
し
る
さ
れ
て
い
る
能
（
当
時
の

一
般
的
な
言
い
方
で
は
猿
楽
）
起
源
認
を
検
討
し
て
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い

る
伝
統
的
演
能
観
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
世
阿
弥
が
ど
う
受
け
と
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
能
を
大
成
し
て
い
っ
た
か
を
、
検
討
し
た
い
。

世
阿
弥
に
よ
る
能
の
大
成
の
方
向
性
は
、
『
風
姿
花
伝
』
第
五
「
奥
義
」
篇

（
句
盗
）

に
お
け
る
次
の
論
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

演
１
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
「
第
四
神
儀
」
篇
を
中
心
に
Ｉ

ヒ
ヒ

ム
同
口

の
思
想
的
基
盤

お
よ
そ

凡
、
此
道
、
和
州
・
江
州
に
於
い
て
風
体
変
れ
り
。
江
州
に
は
、
幽
玄
の

境
を
取
り
立
て
入
、
物
ま
ね
を
次
に
し
て
、
か
上
り
を
本
と
す
。
和
州
に

ま
づ

は
、
先
物
ま
ね
を
取
り
立
て
上
、
物
数
を
尽
く
し
て
、
し
か
も
幽
玄
の
風
体

な
ら
ん
と
也
。
（
略
）
和
州
の
風
体
、
物
ま
ね
・
儀
理
を
本
と
し
て
、
あ
る

ひ
は
た
け
の
あ
る
よ
そ
ほ
ひ
、
あ
る
ひ
は
怒
れ
る
振
舞
、
か
く
の
ご
と
く
の

も
っ
ぱ
ら

物
数
を
、
得
た
る
所
と
人
も
心
得
、
た
し
な
ぷ
も
是
專
な
れ
ど
も
、
亡
父

の
名
を
得
し
盛
り
、
（
略
）
幽
玄
無
上
の
風
体
な
り
。

こ
こ
で
世
阿
弥
は
、
自
分
の
属
す
る
大
和
猿
楽
は
世
間
の
評
判
と
は
異
な
り
、

幽
玄
風
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
大
和
猿
楽
の

本
来
の
芸
風
は
「
た
け
の
あ
る
よ
そ
ほ
ひ
」
「
怒
れ
る
振
舞
」
と
い
っ
た
鬼
的

な
演
技
で
、
幽
玄
風
は
む
し
ろ
世
阿
弥
が
証
拠
と
し
て
あ
げ
る
観
阿
弥
の
取
り

入
れ
た
新
風
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
の
幽

玄
風
は
、
近
江
猿
楽
の
も
の
と
も
異
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
近
江
猿
楽
は
「
幽

玄
の
境
を
取
り
立
て
Ｌ
、
物
ま
ね
を
次
に
」
す
る
と
い
う
幽
玄
至
上
主
義
で
あ

る
の
に
対
し
、
大
和
猿
楽
は
「
先
物
ま
ね
を
取
り
立
て
上
、
物
数
を
尽
く
し

て
、
し
か
も
幽
玄
」
と
い
う
「
物
ま
ね
」
を
基
本
と
し
た
う
え
で
の
幽
玄
風
で

あ
る
と
い
う
。
世
阿
弥
の
い
う
「
幽
玄
」
と
は
、
そ
の
『
風
姿
花
伝
』
に
お
け

吉
村
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る
初
期
の
用
例
で
は
第
一
篇
で
「
童
形
な
れ
ば
、
な
に
と
し
た
る
も
幽
玄
」
、

し
て

第
三
篇
で
「
な
に
と
見
る
も
花
や
か
な
る
為
手
、
是
、
幽
玄
な
り
」
な
ど
と
用

い
ら
れ
て
お
り
、
能
の
幽
玄
と
い
う
言
葉
で
今
日
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も

の
と
は
異
な
り
、
稚
児
姿
の
美
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
の
核
と
す
る
、
華
や
か
で
官

能
性
す
ら
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
世
阿
弥
の
能
の
方
向
性
は
、
世

阿
弥
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
物
ま
ね
」
を
基
本
と
し

た
上
で
の
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
姿
の
美
し
さ
の
追
究
で
は
な
い
。
世
阿
弥
の

い
う
「
物
ま
ね
」
と
は
、
筋
を
意
味
す
る
「
儀
理
」
の
語
と
共
に
「
物
ま
ね
・

〈
Ｑ
Ｊ
）

儀
理
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
な

る
形
態
模
写
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
物
ま
ね
」
を
基
本
と
し

た
「
幽
玄
」
風
と
は
美
し
い
姿
の
模
倣
の
こ
と
と
な
り
、
近
江
猿
楽
の
幽
玄
至

上
主
義
と
区
別
し
て
い
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の

能
の
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
「
物
ま
ね
」
と
は
何
で
あ

る
か
を
、
大
和
猿
楽
本
来
の
鬼
的
な
「
物
ま
ね
」
の
も
つ
構
造
を
解
明
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
世
阿
弥
以
前
の
能
の
あ
り
方
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
、
世
阿
弥
が

鬼
的
な
演
技
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
勿
論
、
そ
れ

は
世
阿
弥
以
前
の
能
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
大
和
猿
楽
本
来
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
再
び

立
ち
戻
り
、
そ
れ
に
対
す
る
世
阿
弥
の
姿
勢
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

も
の
ま
ね

だ
ろ
う
。
世
阿
弥
は
『
風
姿
花
伝
』
「
第
二
物
学
条
々
」
の
「
鬼
」
の
条
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
よ
そ

是
、
こ
と
さ
ら
大
和
の
物
也
。
一
大
事
也
。
凡
、
怨
霊
・
愚
物
な
ど
の
鬼

は
、
面
白
き
便
り
あ
れ
ば
、
易
し
。
（
略
）
ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
、
よ
く
学

ベ
ぱ
恐
ろ
し
ぎ
あ
ひ
だ
、
面
白
き
所
更
に
な
し
。
ま
こ
と
は
、
あ
ま
り
の

わ
ざ
ま
づ

大
事
の
態
な
れ
ば
、
こ
れ
を
面
白
く
す
る
物
、
稀
な
る
か
。
先
、
本
意
は
、

強
く
恐
ろ
し
か
る
べ
し
。
強
き
と
恐
ろ
し
ぎ
は
、
面
白
き
心
に
は
変
れ
り
。

そ
も
そ
も
お
ほ
き

抑
、
鬼
の
物
ま
ね
、
大
な
る
大
事
あ
り
。
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
、
面
白
か
る

ま
じ
き
道
理
あ
り
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と

し
て

は
、
黒
白
の
違
ひ
也
・
さ
れ
ば
、
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、
極
め
た

る
上
手
と
も
申
べ
き
か
。

こ
の
論
は
、
世
阿
弥
が
鬼
の
演
技
を
忌
避
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
は
単
純
で
は
な
い
。
ま
ず
最
初
に
、
鬼
の
芸
が
大

和
猿
楽
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
「
怨
霊
・
懸
物
な

ど
の
鬼
」
を
「
面
白
」
い
も
の
と
し
て
い
る
。
問
題
は
、
続
く
「
ま
こ
と
の
冥

途
の
鬼
」
に
つ
い
て
の
論
で
、
そ
れ
は
「
面
白
」
く
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
評
価
の
違
い
は
、
中
期
の
伝
書
『
二
曲
三
体
人
形
図
』
の
「
形
は
鬼

な
れ
共
、
心
は
人
」
と
い
う
「
砕
動
風
鬼
」
と
「
心
も
鬼
」
と
い
う
「
力
動
風

鬼
」
の
区
分
に
受
継
が
れ
、
「
力
動
な
ん
ど
わ
他
流
の
事
に
て
候
」
（
金
春
禅

竹
宛
六
月
八
日
付
書
状
）
と
、
後
者
は
原
則
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
世
阿
弥
晩
年
の
聞
書
『
申
楽
談
儀
』
で
、
「
そ
う
じ
て
、
鬼
と
い
ふ
こ
と

を
ば
つ
ゐ
に
習
は
ず
」
と
し
つ
つ
も
、
能
『
鵜
飼
』
に
つ
い
て
「
小
癖
見
」
の

面
を
着
け
て
演
じ
る
際
は
世
阿
弥
自
身
「
力
動
風
」
に
演
じ
た
ら
し
い
話
が
載

っ
て
お
り
、
教
育
的
見
地
か
ら
の
論
と
演
能
の
実
際
と
は
異
な
っ
て
い
た
ら
し

く
、
そ
こ
に
も
「
ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
」
の
扱
い
の
難
し
さ
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
「
物
学
条
々
」
の
説
明
も
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
「
面
白
き
所
更
に

な
し
」
と
い
う
一
方
で
、
そ
の
理
由
を
鬼
が
「
大
事
の
態
」
で
あ
る
た
め
と

し
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
鬼
は
「
恐
ろ
し
」
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
恐
ろ
し
」
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さ
と
「
面
白
」
さ
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
世
阿
弥
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
『
紅
葉
狩
』
・
『
舟

弁
慶
』
の
よ
う
な
非
・
世
阿
弥
的
な
能
は
、
霊
鬼
が
登
場
す
る
と
い
う
「
恐
ろ

（
４
）

し
」
さ
を
そ
の
眼
目
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鬼
の
扱
い
の
違
い
は
、
世
阿
弥
の
「
面
白
」
理
解
に
そ
の
原
因

が
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
「
面
白
」
の
語
源
を
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
戸
か
ら
姿
を

現
わ
し
た
際
に
そ
の
光
明
に
よ
っ
て
神
々
の
顔
が
白
く
照
ら
し
だ
さ
れ
た
こ
と

に
求
め
る
『
古
語
拾
遺
』
の
説
を
、
能
の
起
源
を
し
る
し
た
『
風
姿
花
伝
』

「
第
四
神
儀
」
篇
、
能
の
魅
力
を
「
め
づ
ら
し
」
と
い
う
概
念
で
は
じ
め
て
統

（
自
切
）

一
的
に
論
じ
る
こ
と
を
試
ぶ
た
「
第
七
別
紙
口
伝
（
古
本
）
」
、
金
春
禅
竹
に
相

伝
し
た
そ
れ
ま
で
の
論
の
集
大
成
的
な
『
拾
玉
得
花
』
と
、
重
要
な
論
害
で
繰

り
返
し
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
「
面
白
」
語
源
説
は
中
世
に
ひ
ろ
く
流
布
し
た

も
の
だ
が
、
世
阿
弥
の
用
い
方
は
、
こ
の
説
を
単
な
る
文
飾
と
し
て
で
は
な

く
、
自
己
の
能
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
超
越
的
存
在
か
ら
恵
永
が
も
た
ら
さ
れ
た
喜
び
を
「
面
白
」
の
語
源
と

す
る
こ
の
説
は
、
猿
楽
を
「
申
楽
」
と
表
記
し
て
「
神
楽
」
の
「
神
」
の
偏
を

取
っ
た
も
の
と
説
明
し
、
『
風
姿
花
伝
』
序
で
能
を
「
申
楽
延
年
」
と
呼
び
、

長
寿
を
も
た
ら
す
祝
福
芸
と
す
る
よ
う
な
、
世
阿
弥
の
演
能
観
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
「
物
学
条
々
」
の
「
あ
ま
り
の
大
事
の
態
な
れ
ば
、
こ
れ
を
面
白
く

す
る
物
、
稀
」
「
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、
極
め
た
る
上
手
」
と
い
う

言
い
方
は
、
本
来
「
鬼
」
は
「
恐
ろ
し
」
く
か
つ
「
面
白
」
く
演
じ
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
世
阿
弥
が
鬼
を
避
け
る
の
は
「
よ
く
せ

ん
に
つ
け
て
、
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
」
が
あ
る
と
い
う
、
巧
承
に
演
じ
て
も

「
恐
ろ
し
」
い
だ
け
で
「
面
白
」
く
観
客
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
申
楽
談
儀
」
で
は
、
従
来
の
大
和
猿
楽
の
芸
風
で
あ
っ
た
ら
し
い
金
春
権

守
・
金
剛
権
守
が
、
京
都
で
の
勧
進
能
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
等
「
つ
ゐ
に
出

世
な
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
し
、
「
田
舎
の
風
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま

た
「
花
伝
第
六
花
修
」
で
は
、
能
の
「
強
き
」
・
「
幽
玄
」
は
演
じ
る
対
象
の

け
ん
じ
よ

属
性
に
よ
る
と
い
う
原
則
を
述
べ
つ
つ
、
「
力
な
く
、
こ
の
道
は
見
所
を
本
に

わ
ざ

す
る
態
な
れ
ば
、
そ
の
当
世
ｊ
、
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
ぱ
、
少
し
物
ま
ね
に
は
づ
る
上
と
も
、
幽
玄
の
方
へ

は
遣
ら
せ
給
く
し
」
と
、
観
客
の
幽
玄
志
向
に
合
わ
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
「
鬼
」
を
演
じ
て
も
「
面
白
」
く
な
く
な
っ
た
の
は
、
時
代
・

場
所
の
変
化
に
よ
っ
て
観
客
の
心
性
が
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
次
節
以
降
で

は
、
『
風
姿
花
伝
』
「
第
四
神
儀
」
篇
を
検
討
し
、
「
鬼
」
が
「
恐
ろ
し
」
く
か

つ
「
面
白
」
い
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
一

『
風
姿
花
伝
』
「
第
四
神
儀
」
篇
は
、
能
芸
論
中
心
の
他
の
伝
書
と
は
性
格

が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
明
治
四
二
年
に
吉
田
東
伍
氏
に
よ
っ
て
世
阿
弥
伝
書
が

（
６
）

発
見
・
紹
介
さ
れ
た
際
に
は
荒
唐
無
稽
な
偽
書
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は

（
”
ｊ
）

反
論
が
出
た
が
、
他
の
伝
書
と
比
べ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
戦
後
昭

和
四
○
年
代
に
は
い
っ
て
金
春
禅
竹
『
明
宿
集
』
の
発
見
、
「
神
儀
」
篇
の

「
後
戸
」
の
語
か
ら
芸
能
神
信
仰
を
明
ら
か
に
し
た
服
部
幸
雄
氏
の
一
連
の
研

（
８
）

究
等
か
ら
、
芸
能
史
の
資
料
と
し
て
注
目
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ

し
歴
史
的
事
実
を
反
映
し
た
箇
所
が
あ
る
に
し
ろ
、
猿
楽
者
の
祖
先
が
壷
の
中

か
ら
現
わ
れ
た
等
の
話
そ
れ
自
体
が
事
実
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

七
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い
。
す
べ
て
を
歴
史
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
服
部
氏
の
明
ら
か
に
し

た
猿
楽
者
の
信
仰
と
い
う
側
面
を
欠
落
さ
せ
、
「
神
儀
」
篇
の
内
容
を
合
理
的

な
も
の
に
倭
小
化
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
神
儀
」
篇
の
内

容
に
歴
史
的
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
は
と
り
あ
え
ず
別
に
し
て
、
む
し

ろ
そ
の
荒
唐
無
稽
さ
自
体
の
持
つ
意
味
を
検
討
の
対
象
に
し
た
い
。
事
実
か
否

か
と
は
別
に
、
そ
れ
が
猿
楽
の
歴
史
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に

は
演
者
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
能
の
姿
、
す
な
わ
ち
演
能
観
が
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
神
儀
」
篇
は
、
「
神
代
」
・
「
仏
在
所
」
（
天
竺
）
・
「
日
本
国
」
・
「
平

の
都
」
（
平
安
京
）
・
「
当
代
」
に
お
け
る
猿
楽
の
開
始
を
し
る
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
「
神
代
」
・
「
仏
在
所
」
・
「
日
本
国
」
の
記
事
は
起
源
認

と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
ま
ず
最
初
に
、
「
日
本
国
」
起
源
認
に
し
る
さ
れ
て

い
る
猿
楽
者
の
祖
と
さ
れ
る
秦
河
勝
が
猿
楽
を
開
始
し
た
記
事
を
検
討
す
る
。

そ
こ
に
は
、
秦
河
勝
の
出
現
、
猿
楽
の
開
始
、
芸
の
子
孫
へ
の
伝
承
と
河
勝
の

退
去
、
後
日
諄
と
し
て
の
大
荒
大
明
神
の
縁
起
、
猿
楽
以
外
の
河
勝
の
事
績
と

し
て
の
物
部
守
屋
の
討
伐
、
と
い
っ
た
内
容
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
河
勝
出
現

の
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

一
、
日
本
国
に
於
い
て
は
、
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
、
大
和
国
泊
瀬
の
河
に

洪
水
の
折
節
、
河
上
よ
り
一
の
壷
流
れ
下
る
。
三
輪
の
杉
の
鳥
居
の
ほ
と
り

う
ん
か
く

に
て
、
雲
客
此
壷
を
取
る
。
中
に
み
ど
り
子
あ
り
。
か
た
ち
柔
和
に
し
て
玉

承
か
ど

の
ご
と
し
。
是
、
降
人
な
る
が
ゆ
へ
に
、
内
裏
に
奏
聞
す
。
其
夜
、
御
門
の

御
夢
に
承
ど
り
子
の
云
、
「
我
は
こ
れ
、
大
国
秦
始
皇
の
再
誕
な
り
。
日
域

に
機
縁
あ
り
て
、
今
現
在
す
」
と
云
・
御
門
奇
特
に
思
し
め
し
、
殿
上
に
召

さ
る
。
（
略
）
秦
河
勝
是
也
。

こ
の
、
漂
着
し
た
壷
の
中
か
ら
河
勝
が
発
見
さ
れ
、
秦
の
始
皇
帝
の
生
ま
れ
変

り
と
名
乗
っ
て
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
と
い
う
話
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
『
明

宿
集
』
に
も
し
る
さ
れ
、
そ
こ
で
は
推
古
天
皇
の
時
の
事
と
さ
れ
て
い
る
。
禅

竹
の
属
す
る
金
春
（
円
満
井
）
座
が
秦
河
勝
直
系
と
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
伊

（
９
）

藤
正
義
「
円
満
井
座
伝
承
考
」
は
『
明
宿
集
」
の
記
事
の
方
を
伝
承
本
来
の
も

の
と
し
、
「
神
儀
」
篇
の
記
事
は
仏
教
伝
来
あ
る
い
は
『
日
本
書
紀
』
の
欽
明

天
皇
が
夢
告
に
よ
っ
て
秦
大
津
父
を
登
用
し
た
と
い
う
記
事
に
拠
る
か
と
し
て

い
る
。
『
世
阿
弥
禅
竹
』
は
秦
大
津
父
説
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
書
紀
』

で
秦
大
津
父
を
登
用
す
る
よ
う
告
げ
た
の
は
神
だ
が
、
大
津
父
自
身
は
神
で
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
神
儀
」
篇
で
は
秦
河
勝
自
身
が
夢
に
現
わ
れ
て
お

（
、
）

り
、
こ
れ
は
河
勝
が
天
皇
に
祀
り
を
要
求
す
る
神
で
あ
る
事
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
話
は
性
格
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
後
日
謹
で
「
大
荒

大
明
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
「
神
儀
」
篇
で
河

勝
は
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
神
儀
」
篇
理
解
の
上
で
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
の彼

河
勝
、
（
略
）
摂
津
国
難
波
の
浦
よ
り
、
う
つ
ほ
舟
に
乗
り
て
、
風
に

ま
か
せ
て
西
海
に
い
づ
。
播
磨
国
坂
越
の
浦
に
着
く
。
浦
人
舟
を
上
げ
て
見

す
な
ば
ち

れ
ぱ
、
か
た
ち
人
間
に
変
れ
り
。
諸
人
に
愚
き
崇
り
て
奇
瑞
を
な
す
。
則
、

で
、
に
ゆ
た
か

神
と
崇
め
て
、
国
豊
也
。
「
大
き
に
荒
る
上
」
と
書
き
て
、
大
荒
大
明
神
と

名
付
く
。
今
の
代
に
霊
験
あ
ら
た
也
。
本
地
毘
沙
門
天
王
に
て
ま
し
ま
す
。

こ
の
後
日
謹
で
は
、
漂
着
し
た
崇
り
神
と
し
て
の
秦
河
勝
を
祀
る
こ
と
に
よ

っ
て
豊
饒
が
得
ら
れ
た
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
河
勝
が
乗
っ
て
い
た
「
う
つ
ほ

舟
」
は
、
現
世
と
他
界
を
媒
介
す
る
交
通
手
段
で
あ
り
、
河
勝
出
現
時
の
「
壷
」

へ
皿
）

も
同
様
の
性
格
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
欽
明
朝
の
洪
水
も
崇
り
に
よ
っ
て
ひ
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き
お
こ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
能
『
賀
茂
』
の
本
説
で
も
あ
る

（
腿
）

『
秦
氏
本
系
帳
』
に
は
、
欽
明
朝
の
風
水
害
が
神
の
崇
り
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
豊
饒
が
得
ら
れ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
能

で
勅
使
は
僧
と
同
様
ワ
キ
と
し
て
シ
テ
の
霊
鬼
を
鎮
魂
す
る
役
割
を
持
つ
が
、

「
雲
客
」
（
殿
上
人
）
に
よ
る
発
見
・
天
皇
の
夢
中
で
の
名
乗
り
と
任
官
は
、

崇
り
神
の
祀
り
を
意
味
し
て
い
る
。
「
か
た
ち
柔
和
に
し
て
玉
の
ご
と
し
」
と

（
画
）

は
、
崇
り
神
が
祀
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
顕
し
た
姿
の
形
容
で
あ
る
。

猿
楽
の
開
始
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
か
ぜ

上
宮
太
子
、
天
下
少
し
障
り
あ
り
し
時
、
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例
に
任

か
の

て
、
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
彼
河
勝
に
仰
せ
て
、
同
じ
く
六
十
六
番
の
面
を

す
な
は
ち

御
作
に
て
、
則
河
勝
に
与
へ
給
ふ
。
橘
の
内
裏
紫
震
殿
に
て
こ
れ
を
勤
ず
。

天
下
治
ま
り
、
国
静
か
な
り
。

こ
こ
で
は
、
「
天
下
少
し
障
り
あ
り
し
時
」
に
秦
河
勝
が
「
上
宮
太
子
」
（
聖

徳
太
子
）
の
命
に
よ
っ
て
「
六
十
六
番
の
物
ま
ね
」
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
天
下
治
ま
り
、
国
静
か
」
と
い
う
状
態
が
実
現
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。
「
日
本
国
」
起
源
認
で
猿
楽
の
開
始
以
外
の
河
勝
の
事
績
と
し
て
し
る

さ
れ
て
い
る
物
部
守
屋
の
討
伐
に
つ
い
て
「
河
勝
が
神
通
方
便
の
手
に
か
上
り

て
守
屋
は
失
せ
ぬ
」
と
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
猿
楽
に
よ
る
「
天
下
治
ま
り
、

国
静
か
」
の
実
現
も
、
河
勝
の
「
神
通
方
便
」
の
力
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
物
ま
ね
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

全
く
し
る
さ
れ
て
い
な
い
。
「
神
儀
」
篇
の
他
の
箇
所
に
、
円
満
井
座
に
伝
わ

る
宝
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
聖
徳
太
子
の
御
作
の
鬼
面
」
（
宗
節
本
・
四
巻
本

に
は
「
河
勝
面
也
」
と
注
記
）
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
六
十
六
番

の
物
ま
ね
」
の
た
め
に
太
子
が
河
勝
に
作
っ
て
与
え
た
面
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
鬼
的
な
芸
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
「
日
本
国
」
起

源
鐸
で
「
物
ま
ね
」
の
具
体
的
内
容
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
演
者
で
あ
る

秦
河
勝
自
身
が
鬼
的
な
崇
り
神
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
た
め
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
演
じ
る
者
と
演
じ
ら
れ
る
者
が
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

河
勝
か
ら
「
芸
」
を
伝
え
ら
れ
た
存
在
と
し
て
猿
楽
者
が
自
己
を
意
識
す
る
こ

と
に
よ
り
、
演
じ
る
「
芸
」
が
「
天
下
治
ま
り
、
国
静
か
」
な
状
態
を
実
現
す

る
「
神
通
方
便
」
の
力
を
持
つ
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
国
」

起
源
弾
は
、
猿
楽
者
が
演
じ
る
対
象
で
あ
る
鬼
神
と
自
己
の
祖
先
を
同
一
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
じ
る
神
の
神
威
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
を
保
証
す
る
と
い
う

意
図
を
持
っ
て
い
る
。

次
節
で
は
、
鬼
神
の
「
物
ま
ね
」
に
よ
っ
て
「
延
年
」
が
実
現
す
る
構
造
を

見
る
た
め
に
、
「
日
本
国
」
に
お
け
る
猿
楽
の
先
例
と
さ
れ
て
い
る
「
神
代
」

。
「
仏
在
所
」
両
起
源
讃
を
、
比
較
検
討
す
る
。

一
一
一

い
つ

一
、
申
楽
、
神
代
の
始
ま
り
と
云
ぱ
、
天
照
太
神
、
天
の
岩
戸
に
籠
り
給

ひ
し
時
、
天
下
常
闇
に
成
し
に
、
八
百
万
の
神
達
、
天
香
具
山
に
集
ま
り
、

せ
い
な
う

大
神
の
御
心
を
と
ら
ん
と
て
、
神
楽
を
奏
し
、
細
男
を
始
め
給
ふ
。
中
に

も
、
天
の
釧
女
の
尊
、
進
み
い
で
給
て
、
榊
の
枝
に
幣
を
付
て
、
声
を
上

ほ
ど
ろ
や
ぎ

げ
、
火
処
焼
、
踏
承
轟
か
し
、
神
想
り
す
と
、
歌
ひ
舞
奏
で
給
ふ
。
そ
の
御

声
ひ
そ
か
に
聞
え
け
れ
ば
、
大
神
、
岩
戸
を
少
し
開
き
給
ふ
。
国
士
叉
明
白

た
り
。
神
達
の
御
面
白
か
り
け
り
。
其
時
の
御
遊
び
、
申
楽
の
始
め
と
、
云

々
。
く
は
し
く
は
口
伝
に
あ
る
べ
し
。

「
神
代
」
起
源
弾
は
、
記
紀
神
話
の
天
岩
戸
の
段
に
基
づ
く
も
の
で
、
ア
マ
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テ
ラ
ス
が
天
岩
戸
に
籠
も
っ
た
際
に
神
々
が
「
神
楽
」
「
細
男
」
を
演
じ
、
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
が
「
神
遍
り
」
を
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
再
び
姿
を
現
わ
し
、
「
国
士

叉
明
白
」
に
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
姿
を
現
わ
し
た
際

に
神
々
の
顔
が
そ
の
光
明
に
白
く
照
ら
さ
れ
た
こ
と
を
「
面
白
」
の
語
源
と
す

る
説
は
既
に
触
れ
た
よ
う
に
『
古
語
拾
遺
』
に
み
え
る
も
の
で
、
中
世
に
は
神

楽
起
源
認
と
し
て
流
布
し
て
い
た
。
「
神
代
」
起
源
認
に
は
、
神
話
に
は
な
い
特

徴
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
演
じ
る
場
所
が
「
天
香
具
山
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
、
神
話
で
は
天
安
河
原
で
あ
る
。
古
今
和
歌
集
仮
名
序
注
『
三

（
Ｍ
）

流
抄
』
は
、
世
阿
弥
『
六
義
』
所
引
「
古
今
注
」
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
場
所
を
「
大
和
国
天
の
賀
久
山
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
榊
の
枝

に
幣
を
付
て
」
と
あ
る
の
は
、
神
話
で
は
鏡
等
を
か
け
る
木
に
つ
い
て
の
記
述

だ
が
、
「
神
代
」
起
源
認
で
は
採
り
物
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
三

流
抄
』
も
「
彼
鏡
を
榊
の
枝
に
付
て
、
神
達
う
た
ひ
舞
ひ
け
り
」
と
、
採
り
物

（
脂
）

と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
宮
中
神
楽
の
人
長
舞
が
反
映
し
て
い
る
。

一
、
仏
在
所
に
は
、
須
達
長
者
、
祇
園
精
舎
を
建
て
入
供
養
の
時
、
釈
迦

さ
さ

如
来
、
御
説
法
あ
り
し
に
、
提
婆
、
一
万
人
の
外
道
を
伴
ひ
、
木
の
枝
・
篠

の
葉
に
幣
を
付
て
踊
り
叫
め
ぱ
、
御
供
養
の
べ
が
た
か
り
し
に
、
仏
、
舎
利

う
し
易
》
ど

弗
に
御
目
を
加
へ
給
へ
ぱ
、
仏
力
を
受
け
、
御
後
戸
に
て
、
鼓
・
唱
歌
を
と

上
の
へ
、
阿
難
の
才
覚
・
舎
利
弗
の
智
恵
・
富
楼
那
の
弁
説
に
て
、
六
十
六

番
の
物
ま
ね
を
し
給
へ
ぱ
、
外
道
、
笛
・
鼓
の
音
を
聞
き
て
、
後
戸
に
集

ま
り
、
是
を
見
て
静
ま
り
ぬ
。
其
隙
に
、
如
来
供
養
を
の
べ
給
へ
り
。
そ
れ

よ
り
、
天
竺
に
此
道
は
始
ま
る
な
り
。

「
仏
在
所
」
起
源
謹
は
、
祇
園
精
舎
に
お
け
る
釈
迦
の
説
法
を
提
婆
達
多
が
率

い
る
外
道
が
妨
害
し
、
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
仏
弟
子
が
「
六
十
六
番
の
物
ま

ね
」
を
し
た
事
を
、
猿
楽
の
起
源
と
し
て
い
る
。
こ
の
典
拠
と
し
て
は
、
『
賢

（
猫
）

愚
経
』
の
、
須
達
長
者
が
祇
園
精
舎
を
建
立
す
る
際
に
、
反
対
す
る
外
道
の
弟

子
労
度
差
の
幻
術
を
舎
利
弗
が
同
じ
幻
術
で
打
ち
破
っ
た
話
と
の
類
似
が
、
宜

（
〃
）

竹
の
『
観
世
小
次
郎
画
讃
』
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
違
点
も
多

く
、
「
日
本
国
」
・
「
平
の
都
」
が
「
神
代
」
・
「
仏
在
所
」
の
双
方
に
基
づ

く
と
す
る
の
に
対
し
、
「
当
代
」
の
「
南
都
興
福
寺
の
維
摩
会
」
の
「
舞
延

年
」
の
起
源
は
「
祇
園
精
舎
の
吉
例
」
の
承
に
拠
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と

か
ら
逆
に
、
「
仏
在
所
」
起
源
謹
は
直
接
経
典
に
拠
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
和

猿
楽
の
参
勤
し
た
法
会
の
説
明
付
け
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
起
源
謹
は
、
恵
み
を
も
た
ら
す
超
越
的
存
在
に
対
し
て
障
碍
を

な
す
存
在
を
猿
楽
に
よ
り
鎮
魂
す
る
と
い
う
、
共
通
の
構
造
を
持
つ
。
猿
楽
に

相
当
す
る
の
は
、
「
神
代
」
起
源
潭
で
は
ウ
ズ
メ
の
「
神
瀝
り
員
「
仏
在
所
」

起
源
諏
で
は
舎
利
弗
等
の
「
六
十
六
番
の
物
ま
ね
」
だ
が
、
「
神
懸
り
」
と

「
物
ま
ね
」
を
性
格
の
異
な
る
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
は

質
的
に
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
本
来
「
物
ま

ね
」
が
遍
依
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
古
作
の

あ
ま
（
肥
）

能
『
海
人
』
で
、
藤
原
房
前
の
母
が
竜
宮
か
ら
玉
を
取
り
返
し
た
様
を
「
ま
な

う
で
」
見
せ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
士
地
の
海
人
が
、
演
じ
た
後
に
そ
の
母
の

幽
霊
で
あ
る
と
名
乗
る
こ
と
か
ら
も
、
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
神
代
」
起
源
讃
の
ウ
ズ
メ
と
、
「
仏
在
所
」

（
”
）

起
源
諄
の
外
道
の
描
写
の
類
似
で
あ
る
。
ウ
ズ
メ
は
「
榊
の
枝
に
幣
を
付
て
、

声
を
上
げ
、
火
処
焼
、
踏
永
轟
か
し
、
神
瀝
り
す
と
、
歌
ひ
舞
奏
で
給
ふ
」
と

さ
れ
、
外
道
は
「
木
の
枝
・
篠
の
葉
に
幣
を
付
て
踊
り
叫
」
ん
だ
と
さ
れ
て
い
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る
。
「
仏
在
所
」
起
源
證
で
外
道
は
障
碍
を
な
す
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
「
神
代
」
起
源
弾
の
ウ
ズ
メ
は
そ
れ
を
鎮
魂
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
を
構

（
加
）

造
上
の
亀
裂
と
と
る
説
も
あ
る
が
、
「
日
本
国
」
起
源
認
で
猿
楽
者
の
祖
と
さ

れ
て
い
た
秦
河
勝
は
崇
り
神
と
演
者
の
両
側
面
を
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ

り
、
外
道
と
ウ
ズ
メ
の
類
似
も
統
一
的
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
「
神
代
」
起
源
讃
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
障
碍
を
な
す
存

在
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
『
三
流
抄
』
に
は
「
素
蓋
烏
尊
、
悪
神
魔
太
羅
神

及
一
千
の
悪
神
を
語
ら
ひ
て
」
と
あ
る
。
摩
多
羅
神
は
天
台
系
寺
院
の
常
行
堂

の
「
後
戸
」
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
で
、
芸
能
神
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
秦
河
勝

と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
服
部
幸
雄
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
障
碍
神
と
し
て
の
性
格
も
強
い
摩
多
羅
神
を
ス
サ
ノ
ヲ
と
同

（
皿
）

一
視
す
る
説
も
あ
り
、
ウ
ズ
メ
は
障
碍
を
な
す
神
の
「
神
愚
り
」
を
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
「
仏
在
所
」
起
源
諄
で
は
、
『
賢
愚
経
』
で
労
度
差
が
「
夜
叉
鬼
」

に
変
身
し
た
の
に
対
し
て
舎
利
弗
が
「
自
ら
其
の
身
を
毘
沙
門
王
と
作
す
」
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
手
が
か
り
に
な
る
。
毘
沙
門
は
「
日
本
国
」
起
源
認
で
は

秦
河
勝
の
後
身
の
「
大
荒
大
明
神
」
の
本
地
で
あ
る
。
「
日
本
国
」
起
源
認
に

お
け
る
秦
河
勝
（
摩
多
羅
神
・
毘
沙
門
）
の
持
つ
多
面
性
は
、
「
神
代
」
・

「
仏
在
所
」
起
源
弾
の
本
説
で
は
、
障
碍
を
な
す
ス
サ
ノ
ヲ
と
障
碍
を
な
す
存

在
を
鎮
め
る
舎
利
弗
に
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ウ
ズ
メ
と
外
道
の
類
以
は

そ
れ
と
構
造
上
対
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
仏
在
所
」
起
源
讃
に
お

け
る
「
六
十
六
番
の
物
ま
ね
」
も
外
道
の
「
物
ま
ね
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
『
賢
愚
経
』
に
お
い
て
も
外
道
の
弟
子
の
労
度
差
の
幻
術
を
鎮
め

る
た
め
に
と
っ
た
舎
利
弗
の
手
段
は
同
じ
幻
術
で
あ
り
、
舎
利
弗
が
経
典
で
外

道
に
対
抗
す
る
こ
と
の
多
い
理
由
を
、
舎
利
弗
が
元
外
道
の
信
者
で
仏
教
に
改

（
”
）

宗
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
考
え
も
あ
る
。
こ
の
鎮
め
る
者
と
鎮
め
ら

れ
る
者
の
類
似
は
、
秦
河
勝
の
事
績
の
ひ
と
つ
で
あ
る
物
部
守
屋
の
討
伐
に
も

み
ら
れ
、
「
日
本
国
」
起
源
謹
に
は
「
上
宮
太
子
、
守
屋
の
逆
臣
を
平
ら
げ
給

し
時
も
、
か
の
河
勝
が
神
通
方
便
の
手
に
か
比
り
て
守
屋
は
失
せ
ぬ
」
と
あ
る

（
羽
）

だ
け
だ
が
、
こ
の
場
面
は
古
作
の
能
『
守
屋
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。

秦
の
河
勝
、
頸
を
打
た
ん
と
太
刀
振
り
上
ぐ
れ
ぱ
、
守
屋
下
よ
り
如
我
昔

諸
願
、
今
在
満
足
と
、
法
花
経
の
一
の
巻
を
、
息
の
下
に
て
詞
し
け
れ
ば
、

気
一
切
衆
生
皆
令
入
仏
道
と
、
次
の
句
を
唱
へ
て
、
守
屋
が
頸
を
打
落
と
す
。

『
明
宿
集
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
反
対
派

の
物
部
守
屋
が
死
の
際
に
河
勝
と
共
に
法
華
経
を
唱
え
る
こ
と
は
、
一
見
奇
妙

な
感
じ
を
う
け
る
。
こ
れ
は
守
屋
が
仏
教
に
反
対
す
る
の
は
仏
教
流
布
の
た
め

の
方
便
で
あ
る
と
い
う
、
狂
言
綺
語
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
神
儀
」
篇

「
平
の
都
」
は
、
村
上
天
皇
が
「
上
宮
太
子
の
御
筆
の
申
楽
延
年
の
記
」
を
読

ん
で
猿
楽
を
「
天
下
の
御
祈
祷
」
と
し
て
再
興
し
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
そ
こ

ま
づ

に
は
「
先
、
神
代
・
仏
在
所
の
始
ま
り
、
月
氏
・
辰
旦
・
日
域
に
伝
る
狂
言
綺

語
を
以
て
、
讃
仏
転
法
輪
の
因
縁
を
守
り
、
魔
縁
を
退
け
、
福
祐
を
招
く
。
申

楽
舞
を
奏
す
れ
ば
、
国
穏
や
か
に
、
民
静
か
に
、
寿
命
長
遠
な
り
」
と
し
る
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
、
狂
言
綺
語
と
し
て
の
猿
楽
を
演

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
穏
や
か
に
、
民
静
か
に
、
寿
命
長
遠
」
と
い
う
状
態

（
鯉
）

が
実
現
す
る
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
神
儀
」
篇
に
お
い
て
は
、
障
碍
を
な
す
存
在
と
そ
れ
が
鎮
め
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
恵
み
を
も
た
ら
す
超
越
的
存
在
が
強
い
関
連
性
を
も
つ
よ
う

に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
る
。
「
神
代
」
起
源
讃
で
は
明
示
さ
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れ
て
は
い
な
い
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟
で
あ
り
、
「
仏
在
所
」
起

源
認
で
障
碍
を
な
す
存
在
は
、
『
賢
愚
経
』
の
仏
教
以
外
の
宗
派
を
さ
す
「
六

師
外
道
」
と
は
異
な
り
、
釈
迦
の
従
弟
で
釈
迦
に
反
逆
し
た
提
姿
達
多
と
さ
れ

て
い
る
。
崇
り
と
恵
承
は
、
「
日
本
国
」
起
源
認
の
後
日
認
で
は
「
大
荒
大
明

神
」
（
秦
河
勝
）
の
二
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
世
と
他
界
の
構
造
と
し
て
捉

え
る
と
、
他
界
の
存
在
が
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
崇
り
を
な
す
も
の
か
ら
恵

承
を
も
た
ら
す
も
の
に
変
容
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
祀
り
の

構
造
自
体
は
、
能
に
限
ら
ず
広
く
承
ら
れ
る
が
、
そ
の
能
に
お
け
る
特
徴
は
、

障
碍
を
な
す
存
在
を
「
物
ま
ね
」
す
る
こ
と
が
恵
み
を
も
た
ら
す
存
在
の
力
が

発
揮
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
祀
り
方
に
あ
る
。
例
え
ば
、
「
日
本

国
」
起
源
課
の
秦
河
勝
は
、
「
神
通
方
便
」
の
力
を
持
つ
超
越
的
存
在
で
あ
る

が
、
「
物
ま
ね
」
と
い
う
崇
り
神
で
あ
る
自
分
自
身
の
祀
り
を
通
じ
て
そ
の
力

が
発
揮
さ
れ
る
。
河
勝
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
の
は
、
超
越
的
な
力
と
い

う
も
の
は
本
来
こ
の
世
の
側
か
ら
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
巣
り
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
他
な
い
偶
然
的
・
一
回
的
な
も
の
だ
が
、
秦
河
勝
が
「
物
ま

ね
」
を
演
じ
る
と
、
そ
こ
に
は
す
で
に
「
芸
」
と
し
て
の
反
復
可
能
性
が
生
じ

（
妬
）

る
た
め
で
あ
る
。
「
物
ま
ね
」
と
い
う
祀
り
は
、
一
回
性
を
形
と
し
て
顕
在
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
復
可
能
な
も
の
と
し
て
こ
の
世
に
取
り
込
む
装
置
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
恵
み
の
も
た
ら
さ
れ
た
状
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
こ
の

（
妬
）

世
の
側
か
ら
承
る
と
、
超
越
的
存
在
の
変
容
と
映
る
の
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
「
神
儀
」
篇
の
基
本
構
造
は
、

障
碍
を
な
す
こ
の
世
を
越
え
た
存
在
を
「
物
ま
ね
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕

在
化
し
、
恵
承
を
も
た
ら
す
存
在
へ
変
容
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
古
作
の
能
『
鵜
飼
』
や
『
通
小
町
』
が
、
回
向
を
求
め
る
亡
霊
に
対

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
「
物
ま
ね
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
が
、

能
の
「
面
白
」
さ
で
あ
る
が
、
「
神
代
」
起
源
課
で
「
面
白
」
と
さ
れ
て
い
る

状
態
に
相
当
す
る
も
の
は
、
「
仏
在
所
」
起
源
讃
で
は
釈
迦
の
説
法
の
実
現
で

く
に
ゆ
た
か

あ
り
、
「
日
本
国
」
起
源
讃
で
は
「
天
下
治
ま
り
、
国
静
か
」
、
「
国
豊
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
秦
河
勝
に
猿
楽
を
開
始
さ
せ
た
聖
徳
太
子
が
書
い

た
と
い
う
「
申
楽
延
年
の
記
」
で
は
、
「
国
穏
や
か
に
、
民
静
か
に
、
寿
命
長

遠
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
障
碍
を
な
す
存
在
が

恵
承
を
も
た
ら
す
存
在
に
変
容
し
た
こ
と
に
対
す
る
「
面
白
」
と
い
う
感
情

が
、
他
界
の
方
を
向
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
民
静
か
」
と
い
う
現
世
内
の

関
係
の
良
好
さ
に
転
換
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
が
「
寿
命
長
遠
」
と
い
う
個

人
個
人
の
生
命
力
の
発
現
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
「
国
穏

や
か
」
と
い
う
秩
序
の
安
定
し
た
状
態
の
実
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ブ
（
》
○

他
界
の
存
在
に
よ
る
障
碍
と
恵
承
に
対
す
る
現
世
の
側
の
反
応
が
、
最
初
に

考
察
し
た
「
鬼
」
の
「
恐
ろ
し
」
さ
と
「
面
白
」
さ
に
な
る
訳
だ
が
、
そ
れ
を

対
応
さ
せ
て
考
え
る
と
、
「
恐
ろ
し
」
は
障
碍
を
な
す
他
界
の
存
在
に
の
み
人

し
て
僧
が
妄
執
の
発
現
を
求
め
、
亡
霊
が
過
去
を
反
省
的
に
振
り
返
る
の
で
は

な
く
、
ま
さ
に
妄
執
そ
の
も
の
を
顕
現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
成
仏
を
実
現
す
る

と
い
う
構
造
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。

次
節
で
は
、
再
び
世
阿
弥
の
鬼
能
観
に
立
ち
戻
り
、
従
来
の
「
物
ま
ね
」
が

ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
方
向
で
解
決
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
世
阿
弥
が
能
を
大
成
し
た
か
を
考
え
た
い
。

四
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な
の
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
状
態
、
「
面
白
」
は
そ
れ
が
「
物
ま
ね
」
さ
れ
形

付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
の
心
が
再
び
現
世
の
関
係
に
向
き
か
え
ら
れ

た
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
鬼
」
を
巧
み
に
演
じ
て
も
「
恐
ろ
し
」
い
だ

け
で
「
面
白
」
く
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
演
者
が
人
々
に
他
界
の
存
在
で
あ

る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
も
、
そ
れ
が
現
世
の
関
係
の
良
好
さ
に
転
化
し
え
な
い

状
況
を
意
味
し
て
い
る
。
神
社
で
仮
面
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
例
は
多

く
、
『
申
楽
談
儀
』
は
近
江
猿
楽
の
山
科
座
の
起
源
認
と
し
て
、
開
祖
が
山
科

明
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
烏
が
社
壇
の
上
か
ら
翁
面
を
落
と
し
た
た
め
、
猿
楽
者

に
な
っ
た
と
い
う
話
を
載
せ
、
ま
た
「
面
の
こ
と
」
の
条
に
は
、
観
阿
弥
か
ら

伝
え
ら
れ
た
天
神
の
面
に
ま
つ
わ
る
霊
夢
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
「
鬼
」
は
、

そ
の
面
が
人
々
の
現
実
に
は
か
な
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
願
望
の
象
徴
と
し
て
機

能
し
て
い
る
場
で
は
「
面
白
」
さ
を
約
束
す
る
が
、
芸
能
化
し
、
信
仰
を
離
れ

た
場
に
お
い
て
は
観
客
の
側
に
そ
の
よ
う
な
心
性
が
存
在
し
な
い
た
め
、
「
恐

ろ
し
」
さ
し
か
感
じ
さ
せ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
演
じ
ら
れ
る
他
界

の
存
在
の
質
、
い
い
か
え
れ
ば
「
恐
ろ
し
」
さ
の
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

る
。
世
阿
弥
は
こ
の
問
題
を
、
最
初
に
み
た
よ
う
に
、
「
ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
」

．
「
力
動
風
」
の
原
則
的
否
定
、
「
怨
霊
・
愚
物
な
ど
の
鬼
」
・
「
砕
動
風
」
の

肯
定
と
い
う
方
向
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

能
の
作
り
方
を
論
じ
た
世
阿
弥
中
期
の
『
三
道
』
は
「
砕
動
風
」
の
例
曲
と

し
て
、
『
恋
の
重
荷
』
・
『
佐
野
の
船
橋
』
（
船
橋
）
・
『
四
位
の
少
将
』
（
通

小
町
）
・
『
泰
山
も
く
』
（
泰
山
府
君
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
例
曲
の
挙
げ

（
”
）

方
は
、
後
の
も
の
ほ
ど
古
い
形
式
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
泰
山
府
君
』
は
冥

官
で
あ
る
か
ら
「
ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
」
で
あ
る
が
、
桜
の
枝
を
折
り
取
っ
た

天
女
を
罰
し
桜
花
の
延
命
を
実
現
す
る
と
い
う
、
風
流
を
解
す
る
存
在
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
能
に
つ
い
て
は
、
大
和
猿
楽
の
伝
統
で
あ
る
亡
者
を

責
め
る
地
獄
の
鬼
を
、
天
女
を
責
め
る
鬼
と
し
て
風
流
化
し
た
も
の
と
い
う

（
羽
）

説
が
あ
る
。
『
通
小
町
』
も
小
野
小
町
に
愚
き
崇
る
少
将
の
亡
霊
の
話
、
『
恋

重
荷
』
も
身
分
違
い
な
恋
を
し
た
庭
掃
き
の
老
人
が
女
御
に
崇
る
話
で
あ
り
、

密
会
し
よ
う
と
し
て
殺
さ
れ
た
男
女
の
亡
霊
を
描
く
『
船
橋
』
で
、
自
己
を
役

行
者
に
使
役
さ
れ
た
葛
城
の
神
に
比
す
女
の
科
白
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
承
ら
れ

る
程
度
な
の
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
美
女
を
責
め
る
鬼
と
い
う
性
格
を
も
っ
て

い
る
。
世
阿
弥
が
『
恋
重
荷
』
に
つ
い
て
『
申
楽
談
儀
』
で
「
此
能
は
、
色
あ

る
桜
に
柳
の
乱
れ
た
る
や
う
に
す
べ
し
」
と
い
い
、
『
三
道
』
で
女
体
の
能
に
つ

い
て
「
如
レ
此
の
貴
人
妙
体
の
見
風
の
上
に
、
あ
る
ひ
は
六
条
御
息
所
の
葵
の

上
に
付
崇
り
、
夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
、
浮
舟
の
懸
物
な
ど
と
て
、
見

風
の
便
り
あ
る
幽
花
の
種
、
逢
ひ
が
た
き
風
得
也
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

推
測
す
る
と
、
美
女
に
崇
る
怨
霊
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
幽
玄
風
の
鬼
を
可
能

に
す
る
も
の
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

中
で
も
『
恋
重
荷
』
は
『
綾
の
太
鼓
』
の
改
作
で
あ
り
、
現
存
の
『
綾
鼓
』

か
ら
改
作
以
前
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
世
阿
弥
の
伝
統
的
な
鬼
能

に
対
す
る
姿
勢
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
貴
重
で
あ

る
。
庭
掃
き
の
老
人
の
女
御
へ
の
恋
、
女
御
か
ら
の
難
題
の
提
示
、
試
ゑ
る
が

実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
老
人
の
死
、
怨
霊
と
な
っ
て
の
女
御
へ
の

（
”
）

復
讐
と
い
う
基
本
的
な
筋
は
変
わ
ら
な
い
が
、
『
綾
鼓
』
が
「
冥
途
の
鬼
と
い

ふ
と
も
か
く
や
」
と
女
御
を
責
め
、
「
あ
ら
恨
め
し
や
、
恨
め
し
の
女
御
や
と

て
、
恋
の
淵
に
ぞ
、
入
り
に
け
る
」
と
、
恨
み
を
抱
い
た
ま
ま
終
わ
る
の
に
対

（
卯
）

し
、
『
恋
重
荷
』
は
「
恋
路
の
闇
に
迷
ふ
と
も
、
跡
弔
は
ぱ
そ
の
恨
み
は
、
霜

か
雪
か
霞
か
、
つ
ひ
に
は
跡
も
消
え
ぬ
べ
し
や
、
こ
れ
ま
で
ぞ
姫
小
松
の
、
葉
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守
り
の
神
と
な
り
て
、
千
代
の
影
を
守
ら
ん
」
と
、
女
御
の
守
り
神
と
な
る
点

が
最
大
の
相
違
で
あ
る
。
『
綾
鼓
』
の
方
が
、
池
に
身
を
投
げ
て
怨
霊
と
し
て

あ
ら
わ
れ
「
悪
蛇
」
と
化
す
老
人
に
荒
ら
ぶ
る
水
神
の
面
影
、
皮
の
か
わ
り
に

綾
を
張
っ
た
鼓
を
打
つ
こ
と
を
難
題
と
し
て
課
す
女
御
に
そ
れ
を
祀
る
水
辺
で

（
鋤
）

機
織
り
を
す
る
水
の
女
の
面
影
が
あ
っ
て
、
呪
術
性
が
強
く
、
ま
た
そ
の
責
め

が
「
冥
途
の
鬼
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
て
大
和
猿
楽
本
来
の
鬼
に
近
い
。
そ
れ

に
対
し
『
恋
重
荷
』
は
、
難
題
を
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
の
苦
し
さ
を
重
荷
に

た
と
え
た
歌
を
応
用
し
て
「
恋
重
荷
」
と
名
付
け
た
荷
物
を
も
つ
こ
と
に
変
更

（
犯
）

し
、
そ
れ
を
課
す
理
由
を
冒
頭
で
「
恋
は
上
下
を
分
か
い
慣
ら
ひ
、
か
な
は
い

ゆ
ゑ
に
恋
と
い
へ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
天
皇
の
妃
へ
の
恋
は
こ
の
世
に
と
ど

ま
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
『
綾
鼓
』
に
も
共
通
す
る
モ
チ

ー
フ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
か
な
は
い
」
こ
と
が
恋
の
定
義
と
し
て
一
般
化

さ
れ
て
い
る
。
恋
と
は
持
ち
え
な
い
荷
を
持
と
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ

を
自
覚
し
た
時
、
老
人
の
恋
は
こ
の
世
を
越
え
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
怨
霊
化
し
た
老
人
は
、
こ
の
世
で
は
つ
い
に
持
ち
え
な
か
っ
た
荷
を
持
ち

上
げ
、
女
御
を
責
め
る
の
で
あ
る
。
現
世
の
秩
序
は
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
排

除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
、
秩
序
付
け

ら
れ
た
有
限
の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
生
み
出
し
つ
づ
け
る
。
祀
り
と

は
、
そ
の
よ
う
な
情
念
を
こ
の
世
を
越
え
た
も
の
と
し
て
こ
の
世
に
位
置
付
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
回
収
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
老
人
は
弔
い
を
条
件
に
守
り

神
と
な
る
こ
と
を
約
束
す
る
が
、
そ
れ
は
恋
の
解
消
で
は
な
い
。
女
御
が
老
人

を
祀
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
死
に
追
い
遣
っ
た
老
人
の
苦
し
み
の
、
さ
ら

に
は
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
恋
を
自
覚
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
怨
霊
化
し
た
老
人
の
、
女
御
に
重
荷
を
か
か
え
さ
せ
る
と
い
う
責
め
に
通

じ
る
も
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
、
人
が
鬼
に
な
る
と
い
う
「
怨
霊
・
愚
物
な
ど

の
鬼
」
の
理
解
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

『
申
楽
談
儀
』
で
世
阿
弥
は
『
恋
重
荷
』
・
『
船
橋
』
に
言
及
し
た
あ
と

で
「
鬼
は
、
ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
を
見
る
人
な
け
れ
ば
、
た
壁
面
白
が
肝
要

也
。
現
在
の
こ
と
、
い
と
大
事
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
現
在
の
こ
と
」

は
現
実
の
場
面
を
舞
台
に
す
る
現
在
能
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
「
現
在
の
こ

と
」
と
は
鬼
能
の
中
の
「
現
在
の
こ
と
」
で
、
人
が
亡
霊
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
を

重
視
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
三
道
』
は
、
「
砕

動
風
鬼
」
の
構
成
を
「
か
や
う
の
能
、
他
分
、
二
切
れ
の
能
也
」
と
し
、
「
後

の
出
物
、
定
め
て
霊
鬼
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
砕
動
風
鬼
」
の
能
は

後
場
で
怨
霊
が
正
体
を
現
わ
す
複
式
能
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

（
羽
）

る
。
「
出
物
」
は
霊
・
神
等
を
演
じ
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
語
で
、
そ
の
初
出

は
『
風
姿
花
伝
』
「
第
二
物
学
条
々
」
の
「
神
」
の
条
の
、
「
出
物
に
な
ら
で

は
神
と
い
ふ
事
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
衣
裳
を
飾
り
て
、
衣
文
を
つ
く
る
ひ
て

す
べ
し
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
前
出
の
『
申
楽
談
儀
』
の
論
や

『
拾
玉
得
花
』
の
「
誠
の
鬼
を
ぱ
見
事
あ
る
ま
じ
き
也
」
と
い
う
論
と
と
も

に
、
神
や
鬼
の
実
在
を
認
め
な
い
近
代
的
思
考
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
「
神
儀
」
篇
を
軽
視
す
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
論
は
あ
く
ま
で
も
「
物
ま
ね
」
論
で
あ
っ
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
演
じ

る
対
象
と
し
て
の
決
ま
っ
た
形
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
存

在
論
に
拡
張
し
て
は
な
ら
な
い
。
鬼
神
を
こ
の
世
の
関
係
か
ら
析
出
さ
れ
た
情

念
と
し
て
捉
え
る
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
神
を
演
じ
る
際
の
問
題
は
、
神
と
し
て

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
観
客
に
対
し
て
い
か
に
持
ち
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
衣
裳
」
と
は
、
最
近
の
中
世
史
研
究
が
明
ら
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（
鋤
）

か
に
し
た
よ
う
に
、
対
他
的
な
役
割
の
象
徴
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
の
冥
途
の
能
」

を
原
則
的
に
否
定
し
、
「
怨
霊
・
愚
物
な
ど
の
鬼
」
を
「
面
白
」
い
と
す
る
世

阿
弥
の
演
能
観
は
、
他
界
の
存
在
を
こ
の
世
の
関
係
で
は
実
現
し
え
な
い
情
念

と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
形
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
に
回
収
し
、
関
係
を

再
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
複
式
夢
幻
能
の
形
式
は
、
前
場
で
亡
霊
化

の
理
由
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
場
の
亡
霊
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
を
保
証
す
る
た

め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

註

（
１
）
最
近
の
注
目
す
べ
き
能
の
成
立
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
、
松
岡
心

平
「
唱
導
劇
の
成
立
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
六
三
・
五
、
「
勧
進
能

の
ト
ポ
ス
」
『
へ
る
め
す
』
一
七
号
が
あ
る
。

（
２
）
以
下
の
世
阿
弥
伝
書
の
引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』

に
拠
る
。
但
し
、
仮
名
を
平
仮
名
に
統
一
す
る
な
ど
、
表
記
を
改
め
た

箇
所
が
あ
る
。

（
３
）
渡
辺
守
章
「
美
し
き
も
の
の
系
譜
」
『
演
劇
的
欲
望
に
つ
い
て
』
所

収
。

（
４
）
能
と
い
う
と
世
阿
弥
作
品
の
承
を
連
想
す
る
傾
向
を
批
判
し
、
非
・

世
阿
弥
的
な
能
に
注
目
し
た
論
考
と
し
て
、
北
川
忠
彦
『
観
阿
弥
の
芸

流
』
が
あ
る
。

（
５
）
観
世
宗
家
所
蔵
の
世
阿
弥
自
筆
本
（
未
翻
刻
）
。

（
６
）
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
。

（
７
）
佐
成
謙
太
郎
「
花
伝
書
の
端
書
及
び
神
儀
篇
は
果
し
て
偽
書
か
」

『
芸
文
』
大
一
○
・
二
・

（
８
）
「
後
戸
の
神
」
『
文
学
』
昭
四
八
・
七
、
「
宿
神
論
」
同
昭
四
九
・

八
○

一
○
、
五
○
・
一
、
二
。

（
９
）
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』
所
収
。
欽
明
天
皇
の
磯
城
嶋
金
刺
宮
が
初
瀬

川
畔
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
「
神
儀
」
篇
の
方
が
本
来
の
形
だ

ろ
う
。
補
弼
の
臣
が
不
死
の
存
在
で
代
々
の
天
皇
に
仕
え
る
と
い
う
考

え
は
、
『
愚
管
抄
』
の
武
内
宿
彌
の
記
事
に
も
承
ら
れ
る
。

（
岨
）
祀
り
を
を
要
求
す
る
崇
り
の
神
と
い
う
概
念
は
、
和
辻
哲
郎
「
尊
皇

思
想
と
そ
の
伝
統
」
『
全
集
』
一
四
巻
所
収
を
参
照
。

（
Ⅱ
）
折
口
信
夫
「
若
水
の
話
」
『
全
集
』
二
巻
所
収
。

（
岨
）
『
本
朝
月
令
』
（
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
）
所
引
。

（
過
）
『
八
幡
愚
童
訓
（
乙
）
』
（
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
）
に
、

異
形
（
頭
八
）
の
翁
に
対
し
て
祈
っ
た
所
、
「
三
歳
計
の
小
児
」
に
変

じ
て
八
幡
大
菩
薩
と
し
て
の
正
体
を
名
乗
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

（
Ｍ
）
片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
注
釈
書
解
題
』
二
所
収
。

（
脂
）
「
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
第
十
四
」
（
岩
波
文
庫
『
梁
塵
秘
抄
』
）
に
、

「
榊
の
枝
を
も
つ
こ
と
は
、
神
遊
の
、
清
暑
堂
大
嘗
会
の
を
り
人
長
を

も
と
坐
す
」
と
あ
る
。

（
焔
）
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
四
巻
所
収
。

（
Ⅳ
）
『
翰
林
甜
蘆
集
』
第
二
（
『
五
山
文
学
全
集
』
四
巻
）
所
収
。

（
肥
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
所
収
。

（
四
）
座
談
会
「
世
阿
弥
能
楽
論
研
究
（
五
）
」
『
文
学
』
昭
二
・
九
で
能

勢
朝
次
氏
が
、
外
道
の
姿
と
神
楽
の
採
物
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。

笹
は
現
在
物
狂
の
持
物
だ
が
、
世
阿
弥
自
筆
本
『
多
度
津
の
左
衛
門
』

に
あ
る
よ
う
に
、
幣
を
付
け
る
の
が
本
来
の
形
だ
っ
た
。

（
別
）
桜
井
好
朗
「
芸
能
の
起
源
伝
承
」
『
中
世
日
本
の
王
権
・
宗
教
・
芸



能
』
所
収
。
外
道
に
ス
サ
ノ
ヲ
的
性
格
を
み
る
桜
井
氏
の
指
摘
に
は
賛

成
す
る
が
、
そ
の
解
釈
の
全
体
へ
の
位
置
付
け
に
は
従
い
が
た
い
。
始

源
の
複
数
性
は
『
神
皇
正
統
記
』
の
天
地
開
關
の
記
事
に
も
承
ら
れ
る

も
の
で
、
当
時
と
し
て
は
自
然
な
発
想
だ
っ
た
。

（
別
）
西
脇
哲
夫
「
第
六
天
」
「
観
世
』
昭
五
七
・
二
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
悪

神
と
そ
れ
を
調
伏
す
る
神
の
二
面
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
中
世
の
日

本
紀
解
釈
に
ス
サ
ノ
ヲ
を
「
摩
訶
羅
神
」
（
摩
多
羅
神
）
と
す
る
説
の

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
配
）
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
。
な
お
『
法
華
文
句
』
は
、
提
婆
達
多
と
舎

利
弗
が
前
世
で
舅
・
甥
の
関
係
だ
っ
た
こ
と
等
に
つ
づ
け
て
祇
園
精
舎

の
記
事
を
し
る
す
．

（
羽
）
『
謡
曲
三
百
五
十
番
集
』
所
収
。

（
別
）
親
鴬
の
曽
孫
覚
如
の
伝
記
『
慕
帰
絵
詞
』
（
続
日
本
絵
巻
大
成
）

で
は
「
天
竺
に
は
頻
婆
娑
羅
王
・
童
提
夫
人
・
阿
闇
世
太
子
・
達
多
尊

者
・
耆
波
大
臣
等
の
金
輪
婆
羅
門
種
姓
ま
で
も
、
あ
ひ
猿
楽
を
し
て
つ

ゐ
に
は
仏
道
に
引
入
せ
し
め
」
と
、
仏
道
入
信
の
方
便
の
意
に
「
猿
楽
」

の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
妬
）
『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
の
条
に
「
出
雲
の
御
蔭
の
大
神
、
（
略
）

つ
れ毎

に
行
く
人
を
遮
へ
、
半
ば
は
死
に
、
半
ば
は
生
き
け
り
」
と
い
う
記

事
が
あ
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
）
。
こ
の
世
の
人
々
に
わ

か
っ
て
い
る
事
は
神
が
人
を
殺
す
と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
次
に
旅
人
が
通
る
際
、
死
ぬ
か
否
か
は
全
く
予
想
が
つ
か
な

い
。
こ
の
よ
う
な
崇
り
神
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
英
「
現
世
と

超
越
」
（
未
発
表
）
が
論
じ
て
い
る
。
こ
の
世
か
ら
は
予
測
不
可
能
な

神
の
働
き
を
安
定
し
た
反
復
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
「
物
ま
ね
」

の
本
来
の
意
図
で
あ
り
、
例
え
ば
沖
縄
の
有
名
な
来
訪
神
の
祭
ア
ヵ
マ

タ
ー
は
、
訪
れ
る
年
は
豊
作
、
訪
れ
な
い
年
は
不
作
に
な
る
神
を
毎
年

演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
饒
を
確
実
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う

起
源
謹
を
持
つ
（
三
隅
治
雄
『
祭
り
と
神
々
の
世
界
』
）
・

（
邪
）
「
神
代
」
起
源
認
に
お
け
る
ウ
ズ
メ
の
「
神
遍
り
」
と
ア
マ
テ
ラ
ス

の
光
明
、
「
仏
在
所
」
起
源
謹
に
お
け
る
舎
利
弗
等
の
「
物
ま
ね
」
と

釈
迦
の
説
法
の
関
係
も
、
同
様
。
こ
の
よ
う
な
、
安
定
し
た
状
態
の
実

現
を
投
射
し
て
恵
承
を
も
た
ら
す
神
と
考
え
る
と
い
う
構
造
は
、
『
拾

玉
得
花
』
の
「
面
白
」
語
源
説
再
論
で
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
。
「
妙
」

は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
岩
戸
に
隠
れ
た
状
態
に
相
当
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は

岩
戸
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
た
際
の
観
客
の
「
無
心
の
感
」
か
ら
事
後
的

に
と
ら
え
る
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
演
能
観
と
能
芸
論
の
関

係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
世
阿
弥
能
芸
論
に
お
け
る
『
心
』
と
『
態
』
」

『
倫
理
学
年
報
』
三
八
集
を
参
照
。

（
〃
）
八
嶌
正
治
『
世
阿
弥
の
能
と
芸
論
』
・

（
肥
）
小
田
幸
子
「
砕
動
風
鬼
の
能
」
『
能
研
究
と
評
論
』
六
号
。

（
鯛
）
『
謡
曲
三
百
五
十
番
集
』
所
収
。

（
釦
）
『
謡
曲
集
』
上
所
収
。

（
訓
）
鳥
居
明
雄
「
謡
曲
巫
女
論
」
『
日
本
文
学
』
昭
五
一
・
二
。

（
塊
）
小
田
氏
前
掲
論
文
。

（
銘
）
『
世
阿
弥
禅
竹
』
補
注
一
二
。

（
別
）
網
野
善
彦
・
黒
田
日
出
男
氏
等
の
研
究
。

（
本
稿
の
骨
子
は
日
本
思
想
史
学
会
昭
和
六
一
年
度
大
会
で
発
表
し
た
。
）

（
東
京
大
学
大
学
院
院
生
）

八
一


