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は
じ
め
に

　

私
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
実
際
に
狂
言
を
演
じ
て
い
る
が
、
今
ま
で
は
深
く

考
え
ず
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
大
切
に
修
行
に
励
ん
で
い
た
。
今
回
、
今

ま
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
能
・
狂
言
の
身
体
技
法
の
違
い
や

伝
承
に
つ
い
て
、
文
献
に
当
た
り
し
っ
か
り
研
究
し
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
執
筆
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
論
文
で
は
そ
の
演
者
の
強
み
を
生
か
し
、
能

と
狂
言
そ
れ
ぞ
れ
の
技
法
に
つ
い
て
、
身
体
的
な
面
か
ら
構
成
や
演
出
、

言
葉
の
面
に
わ
た
っ
て
比
較
し
、
そ
の
上
で
現
代
の
稽
古
の
方
法
に
つ
い

て
も
触
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
中
世
・
近
世
の
伝
書
を
読
ん
で
、
伝
承
に

つ
い
て
演
者
目
線
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章
　
様
々
な
技
法
に
つ
い
て

第
一
節
　
身
体
的
な
技
法

　

一
口
に
技
法
と
言
っ
て
も
、
様
々
な
技
法
が
あ
る
が
、
ま
ず
は
身
体
的

な
技
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

身
体
的
な
技
法
に
は
、
様
々
な
呼
び
名
が
付
い
て
い
る
。
基
本
姿
勢
の

「
構
え
」、
移
動
す
る
（
す
り
足
を
す
る
）「
運
び
」、
様
々
な
場
合
に
用
い

る
決
ま
っ
た
動
き
の
「
型
」
な
ど
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
構
え
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
ま
か
に
は
能
も
狂
言
も
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
。

背
筋
を
伸
ば
し
、
腰
を
や
や
ひ
い
て
そ
ら
せ
（
腰
を
入
れ
る
と
い
う
。

お
と
す
の
で
は
な
い
）、
そ
れ
に
対
応
し
て
膝
と
足
首
が
や
や
屈
曲

し
て
支
え
る
。
腕
は
ひ
じ
を
か
え
し
て
張
る
（
小
山
・
田
口
・
橋
本

一
九
八
七
）

と
あ
る
。
腰
に
つ
い
て
は
入
れ
る
と
い
う
説
明
が
難
し
い
の
で
、
お
尻
を

少
し
後
ろ
に
突
き
出
す
な
ど
と
い
う
教
え
方
を
児
童
・
学
生
に
す
る
こ
と

も
あ
り
、
こ
れ
は
具
体
的
に
体
の
形
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

能
狂
言
の
身
体
技
法
と
伝
承

野　

村　

万　

之　

丞
（
虎
之
介
）
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そ
の
立
っ
た
人
間
の
前
後
左
右
上
下
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら

目
に
見
え
な
い
力
で
無
限
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
力
の
均
衡

の
中
に
立
つ
│
。
こ
れ
が
カ
マ
エ
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
を
こ
と

ば
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
が
、
か
ら
だ
全
体
の
力
を

開
放
し
、
腰
な
ら
腰
と
い
う
た
だ
一
点
に
意
識
と
緊
張
を
集
め
、
す

べ
て
の
動
き
や
発
声
の
も
と
に
な
る
呼
吸
を
調
整
し
て
、
舞
台
上
の

あ
ら
ゆ
る
行
動
に
お
け
る
存
在
感
と
い
っ
た
も
の
を
把
握
す
る
こ
と

で
も
あ
る
（
観
世
一
九
八
一
）

と
も
書
か
れ
て
い
る
。
何
や
ら
難
し
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
感
覚
的
な
こ
と

で
あ
り
、
ま
さ
に
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
感
覚
を
理
解
し
身
に
つ
け
た
時
、
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
能
狂
言

の
美
し
い
構
え
が
自
然
と
形
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
役
や
家
に
も
よ
る
が
、

狂
言
の
方
が
足
や
手
を
開
く
な
ど
、
能
の
詰
め
た
緊
張
感
よ
り
も
柔
ら
か

さ
が
あ
る
。

　

次
に
「
運
び
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
能
も
狂
言
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
基
本
的
に
は
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
い
か
に
ぶ
れ
る
こ

と
な
く
す
り
足
出
来
る
か
が
重
要
で
、

人
間
の
肉
体
が
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
歩

く
姿
が
一
本
の
線
に
な
れ
る
よ
う
に
か
ら
だ
を
運
ぶ
（
観
世
一
九
八

一
）

と
あ
る
。
狂
言
の
私
の
家
な
ど
で
は
、
鬼
と
山
伏
の
時
に
足
を
大
き
く
上

げ
て
歩
く
が
（
私
た
ち
は
鬼
足
と
呼
ん
で
い
る
）、
そ
の
時
も
意
識
は
腰
、

体
の
中
心
に
あ
り
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
運
び
が
基
本
的
な
動
き
と

し
て
能
楽
師
の
演
技
を
形
成
し
、
そ
の
中
で
、
一
足
前
へ
出
た
り
（
ツ
メ

ル
）、
一
足
後
へ
下
が
っ
た
り
（
ヒ
ク
）
す
る
こ
と
で
様
々
な
感
情
な
ど

を
表
現
す
る
こ
と
は
『
観
世
寿
夫
著
作
集
』
に
も
あ
る
（
右
や
左
へ
少
し

向
く
（
ウ
ケ
ル
）
と
い
う
所
作
も
）。
能
で
は
こ
の
時
、
あ
ま
り
体
を
動

か
さ
ず
、
目
に
見
え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
前
や
後
に
行
く
の
も
見
え
て
き

づ
ら
い
が
、
狂
言
で
は
、
例
え
ば
バ
ツ
の
悪
い
事
を
言
わ
れ
た
と
き
に
一

足
引
き
な
が
ら
上
体
を
倒
し
た
り
、
相
手
に
提
案
す
る
時
な
ど
に
、
一
足

出
な
が
ら
上
体
も
僅
か
に
前
へ
出
た
り
す
る
。
こ
れ
は
、
自
分
の
周
り
に

あ
る
目
に
見
え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
一
緒
に
動
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
私

は
持
っ
て
お
り
、
た
だ
全
く
上
半
身
が
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

狂
言
を
演
ず
る
時
に
は
、
例
え
ば
相
手
役
が
い
る
場
合
、
二
人
の
間

の
心
理
・
葛
藤
を
も
、
こ
れ
ら
の
所
作
は
表
現
す
る
こ
と
に
な
る

（
小
山
・
田
口
・
橋
本
一
九
八
七
）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
だ
綺
麗
に
歩
く
、
動
く
だ
け
だ
と
思
わ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
さ
え
も
演
技
の
大
切
な
一
つ
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
型
」
に
つ
い
て
。「
無
形
文
化
財
全
書　
『
能
と
狂
言
』　

大

同
書
院
」
で
は
、
能
の
動
き
は
舞
踊
的
な
動
作
で
も
演
劇
的
な
動
作
で
も
、

す
べ
て
い
く
つ
か
の
動
き
の
単
位
に
分
解
さ
れ
、
こ
の
類
型
的
な
一
連
の
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手
足
の
動
作
が
す
べ
て
の
能
に
共
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
狂
言
の
場

合
は
、
能
に
比
べ
る
と
動
き
が
ず
っ
と
リ
ア
ル
で
、
び
っ
く
り
し
て
飛
び

の
く
動
作
の
よ
う
に
、
類
型
化
さ
れ
に
く
い
動
き
ま
で
、
類
型
的
な
動
作

単
元
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
て
、
こ
の
よ
う
な
動
作
単
元
の
事

を
「
型
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
狂
言
の
型
に
は
名

称
の
な
い
物
が
多
く
、
こ
れ
は
、
動
作
の
類
型
が
能
ほ
ど
固
定
的
に
考
え

ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

主
に
能
で
（
狂
言
で
は
小
舞
に
て
）
用
い
ら
れ
る
、
サ
シ
コ
ミ
・
ヒ
ラ

キ
・
左
右
な
ど
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
単
純
な
動
作
の
中
に
、
前
に
述
べ
た
カ
マ
エ
な
ど
の
基
本
と

な
っ
て
い
る
内
的
な
力
や
息
の
つ
め
開
き
に
よ
る
、
目
に
見
え
な
い

気
力
の
透
徹
（
サ
シ
コ
ミ
）
と
解
放
（
ヒ
ラ
キ
）
と
が
充
実
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
観
世
一
九
八
一
）

こ
の
よ
う
な
説
明
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
に
自
分
の
「
型
」
が
美
し
い

も
の
に
な
る
か
の
説
明
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
能
に
は
感
情
を
表
現
す
る
よ
う
な
動
き
は
な
い
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
い
。
今
回
、
能
と
狂
言
を
比
較
す
る
の
に
私
が
例
と
し
て

挙
げ
た
い
型
は
、「
泣
く
（
シ
オ
ル
）」
だ
。現
代
劇
で
も
泣
く
演
技
は
多
々

あ
る
と
思
う
が
、
能
狂
言
で
は
実
際
に
は
泣
か
ず
、
手
で
顔
を
触
る
こ
と

も
し
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
演
技
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
能
で

は
少
し
面
を
下
に
向
け
（
こ
れ
を
ク
モ
ラ
ス
と
い
う
）
な
が
ら
、
片
手
を

顔
の
前
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
離
れ
た
あ
た
り
に
出
す
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

能
は
様
式
的
な
演
劇
な
の
で
、
こ
の
演
技
さ
え
も
、
美
し
く
見
せ
る
「
型
」

と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
狂
言
で
は
ど
う
な
の
か
。
狂
言
は
能
に
比
べ
写
実
的
な
芸
能
で

あ
る
と
は
い
え
、
狂
言
も
能
楽
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
、
両
手
を
大
き
く

広
げ
顔
の
前
（
能
よ
り
は
少
し
近
く
）
へ
持
っ
て
き
て
「
え
ー
え
っ
え
っ

え
っ
」
と
セ
リ
フ
を
発
し
な
が
ら
涙
を
押
さ
え
る
型
を
す
る
。
こ
こ
で
も

涙
を
拭
く
等
の
演
技
を
し
な
い
あ
た
り
、
写
実
の
中
に
も
様
式
的
な
「
型
」

と
い
う
意
識
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
、
驚
く
型
で
は
、
手
を
広
げ
上
半
身
を
大
き
く
上
へ
は
ね
反
ら

し
、
寝
る
型
で
は
、
能
で
は
扇
を
は
ね
、
首
を
傾
け
る
だ
け
な
の
に
対
し
、

狂
言
で
は
舞
台
上
に
寝
転
が
っ
て
自
ら
腕
枕
を
す
る
と
い
う
型
も
あ
る
。

こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
狂
言
で
は
体
が
少
し
崩
れ
、
写
実
を
重
要
視
し
て

い
る
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
基
本
的
な
身
体
が
出
来
て
い
な
い
人

が
や
る
と
、
た
だ
の
リ
ア
ル
な
、
能
舞
台
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
汚
い
動
き
に

な
る
が
、
こ
う
い
っ
た
動
き
を
す
る
に
も
狂
言
師
は
様
式
性
を
失
わ
ず
に

演
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
能
と
狂
言
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
視
し
て
い
る
も
の
が

違
い
、
身
体
技
法
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
な
身
体
（「
構

え
」
や
「
運
び
」）
は
共
通
し
て
い
て
、
そ
れ
が
根
底
に
あ
っ
て
演
技
を

し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
二
節
　
構
成
や
演
出
に
見
ら
れ
る
技
法

　

今
度
は
、
構
成
な
ど
演
出
に
見
ら
れ
る
技
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。
ま
ず
、
例
外
は
あ
る
が
、
始
ま
り
方
と
し
て
、
能
は
地
謡
と
囃
子
方
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が
ま
ず
座
付
き
、
囃
子
方
の
音
色
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
が
多
い
反
面
、
狂

言
で
は
い
き
な
り
演
者
（
立
ち
方
）
が
登
場
し
て
セ
リ
フ
を
発
す
る
こ
と

が
多
い
。
ま
た
、
全
体
の
構
成
と
し
て
、
能
は
前
半
の
場
面
が
終
わ
り
、

間
狂
言
の
語
り
な
ど
が
あ
っ
て
、
後
半
に
な
る
と
い
う
複
式
無
幻
能
の
形

が
多
い
が
、『
岩
波
講
座
』
に
は
、
狂
言
は
例
外
を
除
き
、
一
場
を
原
則

と
す
る
と
あ
る
。

　

能
で
は
こ
の
構
成
に
よ
っ
て
、
前
半
終
了
後
、
シ
テ
が
舞
台
上
に
あ
る

置
物
（
作
り
物
）
に
入
っ
て
、
そ
の
中
で
衣
装
（
装
束
）
を
変
え
、
後
半

そ
こ
か
ら
登
場
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
で
こ
そ
多
種
多
様
な
技
術
が
あ

る
が
、
こ
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
な
物
が
ま
だ
な
か
っ
た
成
立
当
時
か
ら

考
え
る
と
、
と
て
も
印
象
的
な
演
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
狂
言
の
演
出
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
「
ぶ
す
」
で
は
、
砂
糖
を
食
べ
る
に
し
て
も
腰
桶
（
物
を

の
せ
る
台
・
柿
の
木
・
手
桶
・
酒
樽
・
茶
壷
に
も
な
り
、
蓋
は
盃
な

ど
に
も
流
用
）
の
蓋
を
取
り
、
閉
じ
た
扇
を
逆
に
し
て
箸
に
見
立
て

て
、（
扇
は
舞
い
を
ま
う
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
ろ
げ
て
盃
・
と
っ

く
り
・
物
を
の
せ
る
台
、
す
ぼ
め
て
火
箸
・
鋸
な
ど
に
流
用
）
そ
の

中
に
つ
っ
こ
み
、
そ
れ
を
口
に
運
ん
で
う
ま
そ
う
に
舌
を
鳴
ら
し
な

が
ら
食
う
の
で
あ
り
（
小
山
一
九
五
八
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
道
具
（
葛
桶
、
扇
な
ど
）
で
様
々

な
物
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。

　

次
に
、
能
狂
言
の
要
素
は
、

能
が
概
し
て
音
楽
と
舞
踊
を
主
体
と
す
る
夢
幻
的
浪
漫
的
な
詩
の
舞

台
芸
術
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
狂
言
は
（
部
分
的
に
は
後
述
の
ご
と

く
、
歌
・
舞
い
・
語
り
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
る
が
）

中
世
口
語
（
近
世
語
・
舞
台
語
も
多
少
混
在
す
る
が
）
の
せ
り
ふ
と

し
ぐ
さ
に
よ
る
現
実
的
・
写
実
的
舞
台
芸
術
と
い
え
る
（
小
山
一
九

五
八
）

と
あ
る
。
能
は
も
と
も
と
、
劇
的
な
要
素
と
音
楽
的
要
素
と
舞
踊
的
要
素

を
融
合
さ
せ
た
一
種
の
詩
劇
、
と
『
観
世
寿
夫
著
作
集
』
に
も
あ
る
が
、

と
り
わ
け
、
能
は
囃
子
の
音
に
の
せ
て
謡
を
謡
っ
た
り
（
音
楽
）、
舞
を

舞
っ
た
り
（
舞
踊
）
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

と
対
照
的
に
狂
言
は
劇
的
な
要
素
が
中
心
と
な
り
、
セ
リ
フ
の
対
話
を
軸

と
し
て
物
語
が
進
行
し
て
い
く
。
そ
の
中
の
演
出
と
し
て
狂
言
の
小
歌

（
音
楽
的
要
素
）
や
、
小
舞
（
舞
踊
的
要
素
）
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
は
、

歌
舞
二
曲
を
本
体
と
す
る
能
と
母
胎
を
一
に
す
る
所
以
で
あ
る
（
小

山
一
九
五
八
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
要
素
が
全
体
的
に
ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
で
構

成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
何
を
見
せ
る
演
出
な
の
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に

特
徴
が
あ
り
、
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
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第
三
節
　
言
葉
の
技
法

　

最
後
に
、
言
葉
の
技
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
能
と
狂
言
で
は
し
っ
か

り
と
分
か
る
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
第
二
節
で
も
述
べ
た
が
、
能
は

音
楽
的
要
素
が
強
い
の
で
、
発
す
る
言
葉
も
節
の
つ
い
た
謡
が
多
い
。
セ

リ
フ
の
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
さ
え
も
謡
う
よ
う
に
話
す
。
ま
た
、
文
末

が
「
候
」
で
終
わ
る
な
ど
、
詞
章
が
文
語
体
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
狂
言

で
は
、
あ
る
程
度
の
決
ま
っ
た
話
し
方
（
抑
揚
を
つ
け
る
）
は
あ
り
、
現

在
と
比
べ
る
と
違
い
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
能
に
比
べ
、
普

通
に
会
話
を
し
て
い
る
よ
う
に
テ
ン
ポ
よ
く
言
葉
を
発
す
る
。
文
末
は

「
ご
ざ
る
」
や
女
性
の
場
合
な
ど
で
「
お
り
ゃ
る
」
に
な
る
こ
と
が
多
く

口
語
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
語
と
口
語
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
、

そ
れ
ぞ
れ
謡
う
、
話
す
と
い
う
行
為
に
マ
ッ
チ
す
る
と
い
う
特
性
が
あ
る

か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
狂
言
は
、具
体
的
な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
だ
け
で
な
く
、擬
音
（
効

果
音
）
を
演
者
自
ら
発
す
る
。『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
』
に
も
「
附
子
」

を
例
に
、
掛
軸
を
ザ
ラ
リ
ザ
ラ
リ
と
破
っ
た
り
、
茶
碗
を
割
る
時
に
手
に

茶
碗
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
立
て
、
ガ
ラ
リ
・
チ
ー
ン
と
割
っ
た
り
す

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
私
の
感
覚
で
あ
る
が
、
狂
言
は
開
放
的
な
声
を
出
す
の
に
対

し
、
能
は
比
較
的
抑
え
た
声
を
出
す
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
つ
い
て
は
、

狂
言
を
見
て
、
ま
ず
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
セ
リ
フ
が
力
強
く
、

よ
く
透
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
プ
ロ
の
狂
言
役
者
の
稽
古
の

場
合
は
、
書
い
た
も
の
を
見
な
が
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
正
座
し
た
正
し
い
姿
勢
の
中
で
、
大
き
く
明
瞭
で
、
し
か

も
自
然
な
発
声
が
自
然
と
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ゆ
っ
く
り
し
た
テ

ン
ポ
で
正
確
な
息
つ
ぎ
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
発
せ
ら
れ
る
セ

リ
フ
は
、
口
を
は
っ
き
り
と
開
閉
し
て
明
晰
に
発
声
す
る
の
で
、
能

の
場
合
に
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
含
ん
だ
発
声
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
能
が
低
音
部
を
響
か
せ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
狂
言

は
高
音
域
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
（
小
山
・
田
口
・
橋
本
一
九
八
七
）

と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
稽
古
方
法
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
詳
し
く
述
べ
る

つ
も
り
で
あ
る
が
、
日
常
生
活
に
用
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
音
域
を

用
い
て
狂
言
の
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
内
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る

能
と
は
逆
の
方
向
、
圧
倒
的
に
外
へ
拡
大
し
て
ゆ
く
力
を
表
現
す
る
た
め

に
最
適
な
手
段
と
い
え
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
開
放
的
な
声
を
出
す

と
い
う
私
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
。
狂
言
は
言
葉
（
セ
リ
フ
）
を
主
と

し
た
対
話
劇
で
あ
る
の
で
、
言
葉
の
意
味
を
よ
り
的
確
に
観
客
に
伝
え
る

必
要
が
あ
る
こ
と
と
、
明
る
さ
や
楽
し
さ
を
表
現
し
た
い
、
滑
稽
と
い
う

狂
言
の
特
性
が
こ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
岩
波
講
座
』
で
は
能
の
発
声
に
つ
い
て
、
含
ん
だ
発
声
と

述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、『
観
世
寿
夫
著
作
集
』
で
は
、

よ
く
一
般
に
、
謡
を
う
な
る
と
称
し
て
ひ
じ
ょ
う
に
声
を
し
め
つ
け

た
発
声
、
な
い
し
喉
の
中
に
こ
も
ら
せ
た
謡
い
方
を
謡
の
声
の
出
し

方
で
あ
る
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ

る
。
最
初
か
ら
声
を
押
し
つ
ぶ
し
た
り
こ
も
ら
せ
た
り
し
た
発
声
は
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絶
対
に
良
い
謡
に
は
な
ら
な
い
（
観
世
一
九
八
一
）

こ
の
よ
う
に
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
阿
弥
の
言
葉
と
し
て
、

発
声
に
お
け
る
基
本
的
な
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
「
横
ノ
声
」「
豎

ノ
声
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
横
は
出
る
息
、
豎
は
入
る
息
」

と
書
い
て
い
ま
す
が
、
横
ノ
声
と
い
う
の
は
明
る
く
外
交
的
で
太
い

強
い
声
を
さ
し
て
お
り
、
豎
ノ
声
は
内
向
的
で
や
わ
ら
か
く
細
か
に

暗
い
感
じ
の
声
を
さ
し
て
い
ま
す
。（
中
略
）
音
量
も
多
く
力
が
表

面
に
強
く
出
た
発
声
が
横
ノ
声
、
力
を
内
に
引
き
こ
ん
で
閑
か
な
感

じ
の
声
が
豎
ノ
声
と
い
え
ま
し
ょ
う
（
観
世
一
九
八
一
）

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
含
ん
だ
よ
う
な
聞
き
取
り
に
く
い

発
声
に
思
わ
れ
る
の
は
、
面
を
か
け
て
い
る
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
受
け
取
る
側
の
感
覚
の
問
題
で
、
演
じ
る
側
は
そ
の
よ
う
な
意
識
は

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
最
後
の
豎
ノ
声
と
い
う
の
が
内
に
息
を
引

く
、
溜
め
込
む
よ
う
な
発
声
方
法
な
の
で
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
だ
ろ

う
。
こ
の
、
息
を
引
く
、
力
を
内
へ
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
狂
言
の
稽
古

の
中
で
言
わ
れ
る
が
、
能
の
方
が
狂
言
よ
り
そ
の
発
声
法
を
大
事
に
し
て

い
る
の
で
、
狂
言
の
方
が
明
る
く
開
放
的
で
、
能
の
方
が
こ
も
っ
て
い
る

と
い
う
感
じ
方
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
明
る
く
笑
い
の
あ
る
狂
言

と
、
悲
劇
的
な
話
の
多
い
能
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
身
体
技
法
等
の
身
に
つ
け
方

第
一
節
　
狂
言
の
稽
古
過
程

　

で
は
次
に
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
な
身
体
技
法
や
、
セ
リ
フ
・
謡
な

ど
の
発
声
方
法
が
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
く
の
か
を
自
分
の
体
験
を
元
に
述

べ
て
い
き
た
い
。

　

初
め
に
、
私
の
体
験
を
元
に
説
明
す
る
の
で
、
狂
言
師
、
中
で
も
私
の

家
で
の
修
行
過
程
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
『
観
世
寿

夫
著
作
集
』
を
頼
り
に
能
の
家
と
の
違
い
も
あ
れ
ば
比
較
し
て
い
こ
う
と

思
う
。

　

ま
ず
、
私
た
ち
の
家
（
狂
言
方
和
泉
流
）
で
は
、
三
、
四
歳
の
頃
に
「
靭

猿
」
と
い
う
演
目
で
初
舞
台
を
踏
む
。「
猿
に
始
ま
り
狐
に
終
わ
る
」
と

い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
「
靭
猿
」
で
初
舞
台
を
踏

み
、「
釣
狐
」
で
修
業
の
過
程
を
あ
る
程
度
終
え
、
一
人
前
の
狂
言
師
と

し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
風
習
か
ら
来
て
い
る
。
勿
論
、「
釣
狐
」
を
披

く
（
初
演
す
る
）
の
は
二
十
代
前
半
の
こ
と
が
多
い
の
で
、
狐
に
終
わ
る

わ
け
で
は
な
く
、「
釣
狐
」
を
演
じ
た
段
階
が
あ
る
種
の
ス
タ
ー
ト
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

話
が
少
し
逸
れ
た
が
、
こ
の
初
舞
台
の
こ
と
か
ら
説
明
し
て
い
き
た

い
。
こ
こ
で
子
ど
も
が
演
じ
る
の
は
子
猿
の
役
な
の
だ
が
、
セ
リ
フ
は

「
キ
ャ
ー
キ
ャ
ー
キ
ャ
ー
」
と
い
う
猿
の
鳴
き
声
の
み
で
、
謡
に
合
わ
せ

て
跳
ね
た
り
踊
っ
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
為
、
こ
の
舞
台
で
は
発

声
は
全
く
訓
練
さ
れ
ず
、
自
分
の
父
や
祖
父
な
ど
と
同
じ
舞
台
空
間
を
共

有
す
る
経
験
を
身
に
つ
け
た
り
、
謡
に
あ
っ
た
踊
り
方
・
リ
ズ
ム
感
を
体
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に
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
鍛
え
ら
れ
る
。
動
き
も
普
通
の
構
え
、
す
り
足

は
し
な
い
の
で
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
な
「
構
え
」
や
「
運
び
」
な
ど

の
身
体
技
法
の
訓
練
は
さ
れ
な
い
。
能
楽
の
ル
ー
ツ
で
原
点
の
猿
楽
に

あ
っ
た
、
物
真
似
も
鍛
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
ど
も
に
猿
の

よ
う
に
真
似
な
さ
い
と
は
あ
ま
り
教
え
な
い
。

　

私
が
思
う
に
、
舞
台
に
立
つ
、
稽
古
を
積
ん
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
を

し
っ
か
り
や
る
と
い
う
経
験
自
体
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
言
う
と
簡
単
そ
う
だ
が
、
能
の
シ
テ
方
が
初
舞
台
で
だ
い
た

い
「
鞍
馬
天
狗
」
の
子
方
と
し
て
大
勢
で
出
て
、
少
し
座
っ
て
帰
る
、
又

は
、
短
い
仕
舞
を
舞
う
の
を
考
え
る
と
、
子
猿
の
役
は
、
全
身
に
モ
ン
パ

と
い
う
布
を
纏
い
（
頭
も
被
る
）、
面
を
か
け
視
界
も
悪
い
状
態
で
約
四

十
分
間
決
め
ら
れ
た
動
き
を
す
る
の
で
、
幼
い
子
ど
も
に
は
中
々
辛
い
こ

と
で
あ
る
。
父
は
舞
台
か
ら
落
ち
た
経
験
が
あ
る
と
聞
く
し
、
弟
は
途
中

で
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
り
、
舞
台
上
で
「
お
し
っ
こ
」
と
言
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
最
後
ま
で
演
じ
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
狂
言
師
と
し
て
歩
ん
で
い
く
上
で
の
大
き
な
礎
が
築
か
れ
る
の

だ
ろ
う
。

　

こ
の
初
舞
台
が
終
わ
る
と
、
小
舞
（
能
の
舞
の
よ
う
な
型
に
よ
る
舞
）

の
中
か
ら
二
、
三
分
程
度
の
も
の
を
初
め
に
稽
古
す
る
。
小
舞
と
い
っ
て

も
、
自
分
で
謡
う
部
分
も
あ
り
、
全
体
の
謡
を
知
っ
て
い
な
い
と
舞
う
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
、
ま
ず
は
謡
の
稽
古
を
す
る
。
第
一
章
で
も
少
し
触

れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
声
を
出
す
稽
古
の
時
、
本
な
ど
は
全
く
見
な
い
。

見
て
も
読
め
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
体
で
覚
え
る
こ
と
が
一
番
大
事
だ
か

ら
で
あ
る
。
本
を
見
る
と
ど
う
し
て
も
頭
で
理
解
し
よ
う
、
覚
え
よ
う
と

し
て
し
ま
う
が
、
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
先
生
の
言
っ
た
言
葉
を
何

回
も
繰
り
返
す
こ
と
で
体
に
覚
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
小
さ
い

頃
か
ら
や
っ
て
い
る
人
は
謡
や
セ
リ
フ
、
リ
ズ
ム
感
な
ど
が
意
識
せ
ず
と

も
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
稽
古
方
法
が
伝
統
芸
能

を
伝
承
し
て
い
く
上
で
非
常
に
大
切
な
こ
と
な
の
か
と
思
う
。

　

謡
を
一
通
り
稽
古
す
る
と
舞
の
稽
古
に
入
る
。
舞
は
先
生
が
後
ろ
か
ら

子
ど
も
の
体
を
持
っ
て
動
か
し
て
く
れ
た
り
、
前
で
お
手
本
を
見
せ
て
く

れ
る
の
を
真
似
し
た
り
し
て
稽
古
す
る
。
こ
こ
で
も
頭
で
理
解
す
る
の
で

は
な
く
、
体
で
基
本
的
な
所
作
・
動
き
を
会
得
し
て
い
く
。
こ
の
時
は
変

に
力
を
溜
め
る
、
腰
を
落
と
す
、
緩
急
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
教
え
ず
、

た
だ
元
気
よ
く
教
え
ら
れ
た
動
き
を
一
生
懸
命
に
や
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

　

こ
れ
は
、
難
し
い
事
を
言
っ
て
も
出
来
な
い
こ
と
が
理
由
か
も
し
れ
な

い
が
、
子
ど
も
に
難
し
い
事
を
教
え
る
と
む
し
ろ
悪
影
響
で
あ
る
し
、
子

ど
も
は
一
生
懸
命
や
る
演
じ
方
で
舞
台
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
事
も
あ

る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
や
り
方
で
は
年
齢
に
不
釣
り

合
い
な
技
術
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
早
く
子
ど
も
の
技
術
か
ら
脱
皮
し

ろ
と
い
う
の
は
、
常
々
祖
父
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

狂
言
で
は
、
子
ど
も
も
大
人
か
ら
始
め
た
人
も
、
こ
の
小
舞
の
謡
・
舞

の
稽
古
で
基
礎
的
な
身
体
や
発
声
の
訓
練
を
し
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
狂
言
の
セ
リ
フ
の
稽
古
と
な
る
。
能
、
狂
言
に
は

子
方
と
い
う
、
子
ど
も
に
し
か
演
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
役
が
あ
る
が
、

私
た
ち
の
家
で
は
多
く
が
「
伊
呂
波
」
と
い
う
狂
言
で
セ
リ
フ
デ
ビ
ュ
ー

を
す
る
。
こ
れ
が
凡
そ
四
、
五
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
ま
だ
自
分
の
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意
志
な
ど
は
な
く
、
祖
父
に
「
お
稽
古
す
る
よ
」
と
連
れ
て
い
か
れ
、
十

五
分
程
の
短
い
時
間
で
稽
古
は
終
了
す
る
。
稽
古
が
終
わ
る
と
祖
母
が
ご

飯
や
お
菓
子
な
ど
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
稽
古
を
嫌
に
思
わ

な
い
よ
う
に
な
る
出
来
事
だ
っ
た
の
か
な
と
今
に
な
っ
て
は
思
う
。

　

さ
て
、
具
体
的
な
内
容
は
と
い
う
と
、
先
生
と
向
か
い
合
っ
て
正
座
を

し
、
先
生
が
子
ど
も
の
セ
リ
フ
を
大
き
な
声
で
、
手
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
も

使
い
抑
揚
な
ど
を
指
示
し
な
が
ら
言
う
と
、
子
ど
も
は
そ
れ
を
真
似
し
て

声
を
出
し
、
覚
え
て
い
く
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
言

葉
で
す
ら
分
か
ら
な
い
物
も
あ
る
時
期
な
の
に
、
ま
し
て
や
古
典
の
セ
リ

フ
の
意
味
は
ほ
ぼ
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
の
為
演
技
の
仕
様
も
な
く
、
た

だ
教
え
ら
れ
た
言
葉
を
意
味
も
分
か
ら
ず
大
き
な
声
で
一
生
懸
命
発
声
す

る
の
だ
。
し
ゃ
べ
り
方
は
抑
揚
の
張
る
部
分
を
大
袈
裟
に
張
り
、
テ
ン
ポ

も
気
に
せ
ず
ゆ
っ
く
り
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
舞
台
が
成
立
す
る
の

は
、
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
子
ど
も
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
稽
古
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
第
一
章
で
述

べ
た
よ
う
な
豎
ノ
声
、
息
を
引
い
た
り
力
を
内
に
溜
め
た
り
す
る
発
声
を

子
ど
も
の
頃
に
し
て
し
ま
う
と
、
し
っ
か
り
と
し
た
声
を
出
す
事
が
出
来

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
狂
言
は
前
述
の
通
り
、
開
放

的
な
声
、
外
へ
の
力
、
明
る
さ
、
笑
い
と
い
っ
た
要
素
が
あ
る
の
で
、
大

き
く
観
客
席
へ
通
る
明
瞭
な
発
声
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
一

番
の
致
命
傷
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
内
へ
溜
め
込
む
発
声
や
、
敢
え
て
小

さ
な
声
を
出
す
こ
と
な
ど
は
、
大
き
く
な
っ
て
か
ら
い
く
ら
で
も
練
習
出

来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
子
ど
も
の
頃
に
は
声
を
出
す
と
い
う
こ
と

の
礎
を
作
る
上
で
も
こ
の
よ
う
な
稽
古
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
テ
ン
ポ
や
声
色
を
変
え
る
な
ど
の
技
術
は
、
子
ど
も
に
は
難
し

い
の
も
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
稽
古
と
本
番
に
よ
っ
て
、
セ
リ
フ
を

覚
え
て
し
っ
か
り
と
舞
台
で
声
を
出
す
と
い
う
事
、
こ
の
セ
リ
フ
は
こ
の

抑
揚
が
正
し
い
伝
承
だ
と
体
で
実
感
出
来
る
事
、
そ
し
て
何
よ
り
先
生

（
祖
父
や
父
）
と
対
話
を
し
な
が
ら
舞
台
を
す
る
経
験
や
、
狂
言
の
空
気

感
が
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
子
方
時
代
（
十
二
、
三
歳
ま
で
）
を
あ
る
年
月
過
ご
し
た

後
、
高
校
生
く
ら
い
か
ら
段
々
と
大
人
の
シ
ス
テ
ム
へ
移
行
し
て
い
く
。

稽
古
も
今
ま
で
と
は
違
い
、
自
分
で
自
覚
を
持
っ
て
先
生
に
お
願
い
し
に

行
く
よ
う
に
な
る
。
師
弟
の
関
係
と
い
う
も
の
を
学
ん
で
い
く
の
で
あ

る
。
ま
た
、
セ
リ
フ
の
発
声
も
、
子
ど
も
の
時
の
よ
う
に
大
き
な
声
で
一

生
懸
命
や
る
だ
け
で
は
大
人
の
演
技
に
な
ら
な
い
の
で
、
段
々
と
セ
リ
フ

の
テ
ン
ポ
（
こ
れ
を
セ
リ
フ
の
「
運
び
」
と
い
う
）
や
引
く
息
に
よ
る
発

声
を
教
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
発
声
に
つ
い
て
大
き
な
転
機
と
な
る
の
が
「
奈
須
与
市
語
」
で
あ

る
。
こ
の
演
目
は
本
来
、
能
「
八
島
」
の
替
間
（
特
殊
演
出
）
と
し
て
演

じ
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
狂
言
師
の
修
行
の
関
門
に
な
っ
て
い
る
曲
で
あ

る
。
個
人
差
は
あ
る
が
、
子
ど
も
か
ら
や
っ
て
い
る
人
は
十
代
後
半
で
披

く
。
型
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
人
で
十
五
分
程
の
語
り
の
中
で
様
々
な
人

を
演
じ
分
け
る
と
い
う
大
変
な
物
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
抑
揚
だ

け
の
発
声
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
。
与
市
が
平
伏
し
て
い
る
場
面
な
ど

は
、
息
を
詰
め
た
緊
張
感
の
あ
る
声
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
判
官
の

強
い
命
令
で
は
、
息
の
入
っ
た
力
強
い
声
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
も
ち

ろ
ん
場
面
の
高
揚
感
・
緊
張
感
に
よ
っ
て
セ
リ
フ
の
ペ
ー
ス
が
一
定
に
な
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ら
な
い
よ
う
に
考
え
て
語
る
の
も
重
要
で
あ
る
。

　

私
の
弟
は
、
こ
の
「
奈
須
与
市
語
」
を
演
ず
る
前
は
息
の
出
し
引
き
な

ど
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
演
じ
た
後
は
セ
リ
フ
に
対
す
る
意
識
が
大
き

く
変
わ
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
演
目
は
能
の
間
狂
言

の
語
り
の
技
術
を
磨
く
と
同
時
に
、
狂
言
師
と
し
て
の
発
声
の
技
術
を
身

に
つ
け
る
関
門
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
身
体
的
な
技
術
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
こ
れ
に
も
関

門
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
翁
」
の
中
で
狂
言
方
が
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
「
三
番
叟
」
で
あ
る
。
揉
ノ
段
と
鈴
ノ
段
と
い
う
二
つ
の
舞
で
構
成
さ

れ
、
鈴
ノ
段
は
面
を
つ
け
鈴
を
持
っ
て
舞
う
の
だ
が
、
揉
ノ
段
の
方
が
初

演
の
段
階
で
は
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

　

揉
ノ
段
は
力
強
い
掛
け
声
と
拍
子
に
よ
っ
て
囃
子
と
共
に
舞
う
の
だ

が
、「
三
番
叟
を
踏
む
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
軸
の
安

定
し
た
中
で
勢
い
も
あ
り
、
力
強
い
拍
子
を
踏
ん
だ
舞
が
出
来
る
事
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
の
時
と
は
違
い
、
緩
急
の
あ

る
舞
か
、
気
持
ち
も
入
る
よ
う
な
綺
麗
な
止
ま
り
方
が
出
来
る
か
な
ど
、

細
か
く
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
が
、
舞
の
時
だ
け
で
は
な
く
、
常
の
舞
台

で
の
身
体
が
き
っ
ち
り
し
た
物
に
な
る
よ
う
に
鍛
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
狂
言
の
場
合
囃
子
に
合
わ
せ
た
舞
が
少
な
く
、「
三
番
叟
」
に

よ
っ
て
そ
の
技
術
も
身
に
つ
き
、
囃
子
と
共
に
一
つ
の
物
を
作
っ
て
い
く

感
覚
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
翁
」
は
神
事
芸

能
で
、
普
段
の
舞
台
と
は
違
う
た
だ
な
ら
ぬ
空
気
が
流
れ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
で
「
三
番
叟
」
を
披
く
と
い
う
の
は
、
一
入
気
合
の
入
っ
た
舞
台
に

な
り
、
相
当
な
体
力
を
消
耗
す
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
こ
の
役
は
、

精
神
的
・
体
力
的
に
も
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
次
の
関
門
が
、
前
述
し
た
「
狐
に
終
わ
る
」
の
「
釣
狐
」
な
の

だ
が
、
こ
れ
は
肉
体
・
精
神
と
も
に
過
酷
な
物
だ
っ
た
。
よ
く
言
わ
れ
る

の
は
常
の
狂
言
と
は
真
逆
の
こ
と
（
体
勢
・
発
声
な
ど
）
を
要
求
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
、
全
体
と
し
て
陰
の
心
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

こ
と
か
ら
芸
の
幅
広
さ
や
、
も
ち
ろ
ん
狂
言
の
技
術
に
よ
る
物
真
似
の
力

も
磨
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か
に
も
せ
よ
、
狐
の
着
ぐ
る
み
を

身
に
纏
い
、
上
か
ら
衣
装
を
着
て
面
を
か
け
た
状
態
で
飛
び
回
り
な
が
ら

ほ
ぼ
独
演
を
す
る
、
苦
行
と
も
い
え
る
こ
の
演
目
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は

狂
言
師
と
し
て
一
人
前
に
な
る
為
の
ま
さ
し
く
試
練
で
あ
り
、
演
じ
終

わ
っ
た
私
も
よ
う
や
く
狂
言
師
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
て
た
気
が

し
た
。
あ
ま
り
の
過
酷
さ
故
か
ら
な
の
か
、
前
半
が
終
わ
り
、
私
が
幕
へ

飛
び
込
ん
で
中
入
り
し
た
と
こ
ろ
で
普
段
は
起
き
な
い
拍
手
が
起
き
た
こ

と
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
出
来
事
だ
っ
た
。

　

こ
の
先
に
も
「
花
子
」、「
金
岡
」
な
ど
、
披
き
（
関
門
）
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
曲
は
あ
り
、
謡
の
技
術
な
ど
様
々
な
こ
と
を
身
に
つ
け
て
い
く
課

程
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
節
　
能
の
稽
古
過
程

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
自
分
を
例
に
狂
言
の
修
行
過
程
を
述
べ
て
き
た

が
、
こ
こ
か
ら
は
『
観
世
寿
夫
著
作
集
』
を
参
考
に
能
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

　

現
代
年
来
稽
古
論
と
し
て
順
に
書
い
て
あ
る
が
、
四
、
五
歳
で
稽
古
を

始
め
、
五
、
六
歳
か
ら
子
方
と
し
て
舞
台
に
立
ち
体
験
的
に
舞
台
に
馴
れ
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る
こ
と
が
第
一
だ
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
狂
言
の
方
が
少
し
早
い

の
か
と
思
わ
れ
る
が
個
人
差
は
あ
る
し
、
舞
台
の
空
気
を
体
験
す
る
事
が

大
事
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

八
、
九
歳
は
基
本
中
心
の
稽
古
で
仕
舞
な
ど
も
心
理
描
写
・
感
情
表
現

の
な
い
曲
を
の
び
の
び
や
る
こ
と
が
大
事
と
あ
り
、
さ
ら
に
仕
舞
に
つ
い

て
書
か
れ
た
箇
所
で
は
、

能
の
カ
タ
の
稽
古
は
、
舞
か
ら
習
得
し
て
い
く
の
で
す
。
能
の
舞
は

写
実
的
な
動
き
が
少
な
く
、
サ
シ
コ
ミ
・
ヒ
ラ
キ
と
か
、
左
右
と
呼

ば
れ
る
大
変
抽
象
的
で
、
カ
タ
自
体
は
な
ん
の
意
味
も
持
た
な
い
動

き
が
大
部
分
で
す
か
ら
、
か
ら
だ
の
カ
マ
エ
、
足
の
ハ
コ
ビ
、
ま
た

は
息
の
使
い
方
な
ど
が
最
も
重
要
な
稽
古
の
要
素
に
な
り
ま
す
（
観

世
一
九
八
一
）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仕
舞
に
よ
っ
て
型
を
学
び
な
が
ら
身
体
の
基
礎
を

作
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
十
二
、
三
歳
こ
ろ
ま
で
に
舞
台
に
出

る
下
地
を
か
ら
だ
で
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
、
仕
舞
中
心
の
稽

古
に
す
べ
き
で
、
役
柄
・
曲
柄
は
教
え
て
は
い
け
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、そ

の
後
「
鷺
」
を
舞
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
純
粋
無
垢
の
曲
趣
が
少
年

に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
う
。（
中
略
）
子
供
に
似
つ
か

わ
し
い
役
、
見
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
曲
、
た
と
え
ば
、「
花
月
」「
経

正
」「
合
浦
」
な
ど
を
演
ず
る
中
に
、
少
年
の
花
が
開
花
す
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
観
世
一
九
八
一
）

と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
狂
言
で
も
子
供
だ
か
ら
こ
そ
の
一
生

懸
命
さ
、
純
粋
さ
が
よ
い
と
思
わ
れ
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
曲
が
あ
る
の
と

共
通
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
教
え
る
側
に
対
し
て
も
、
子
ど
も
が
き
ち
ん
と
や
ろ
う
と
思

う
意
識
を
引
き
出
し
、
好
き
に
な
る
よ
う
に
導
く
の
が
大
切
で
、
ス
パ
ル

タ
で
は
な
く
、
自
由
さ
、
お
お
ら
か
さ
の
中
に
、
適
度
の
厳
し
さ
の
あ
る

稽
古
が
理
想
だ
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
プ
ロ
と
し
て
や
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
以
上
、
子
ど
も
に
き
ち
ん
と
や
ろ
う
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
、
あ
る
程
度
の
厳
し
さ
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ

う
考
え
る
と
、
そ
の
中
で
、
祖
母
が
お
菓
子
を
く
れ
た
り
し
た
の
は
ま
さ

し
く
好
き
に
な
る
よ
う
な
導
き
方
で
、
あ
る
種
、
犬
が
お
手
を
出
来
た
ら

餌
を
や
る
の
と
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
一
番
下
の
弟
が
褒
め

ら
れ
る
こ
と
で
自
信
を
持
っ
て
緊
張
せ
ず
に
舞
台
に
臨
め
た
と
言
っ
て
い

た
の
も
、
好
き
に
な
る
為
の
教
え
方
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
能
に
話
を
戻
す
と
十
五
、
六
歳
ま
で
子
方
と
文
中
に
あ
る
。
こ

れ
は
狂
言
の
十
二
、
三
歳
に
比
べ
長
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
「
烏

帽
子
折
」
と
い
う
曲
で
子
方
を
卒
業
す
る
こ
と
が
多
く
、
周
り
は
そ
れ
が

十
二
、
三
歳
の
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
だ
と
す
る
と
現
在
で
は
狂
言
と

能
と
さ
ほ
ど
違
い
は
な
い
。
子
方
の
卒
業
と
共
に
考
え
ら
れ
る
の
が
変
声

期
で
、
こ
の
時
期
は
、
無
理
を
さ
せ
な
い
方
が
い
い
、
舞
台
に
出
さ
せ
る

の
も
い
け
な
い
と
観
世
寿
夫
さ
ん
は
述
べ
て
い
る
。
私
自
身
少
し
は
出
て

い
た
が
、
祖
父
も
格
好
悪
さ
が
見
え
て
し
ま
う
の
で
良
く
な
い
と
言
っ
て
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い
た
。こ

の
時
期
は
、
後
見
な
ど
に
出
た
り
、
楽
屋
で
の
装
束
付
を
手
伝
っ

た
り
し
て
の
舞
台
づ
く
り
に
専
念
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
（
観
世
一
九

八
一
）

と
あ
る
が
、
私
は
高
校
で
部
活
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
為
、
少
し
遅
れ
て
学

ん
だ
。
確
か
に
こ
の
時
期
に
覚
え
た
方
が
、
声
が
あ
ま
り
出
せ
な
い
中
で

効
率
は
良
い
だ
ろ
う
。

　

発
声
の
稽
古
と
い
う
括
り
の
説
明
で
は
、

声
変
わ
り
の
過
ぎ
る
十
八
、
九
か
ら
い
よ
い
よ
本
格
的
な
稽
古
に
入

り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
め
ん
で
あ
ら
ゆ
る
役
の
稽
古

を
積
み
重
ね
、
そ
の
中
か
ら
本
当
の
発
声
や
呼
吸
法
を
体
得
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
私
の
場
合
で
も
こ
の
二
十
前
後
に
は
、
ひ
じ
ょ
う

に
多
く
の
曲
目
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

何
年
か
か
け
て
本
当
に
稽
古
を
重
ね
る
と
、
は
じ
め
て
一
人
前
の
役

者
と
し
て
成
り
立
っ
て
く
る
わ
け
で
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き

た
も
の
が
は
じ
め
て
花
を
開
く
形
に
な
る
わ
け
で
す
（
観
世
一
九
八

一
）

と
言
っ
て
い
る
。
私
の
場
合
も
こ
の
時
期
（
大
学
入
学
後
）
に
多
い
時
は

月
に
十
役
近
い
初
役
が
あ
る
な
ど
、
今
ま
で
と
比
べ
格
段
に
役
が
増
え
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
大
人
の
稽
古
に
変
わ
る
時
分
で
、
そ
れ
を

ひ
た
す
ら
体
に
叩
き
込
む
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
十
代
は
戦
時
下
だ
っ
た
為
か
能
会
も
少
な
く
、
時
間
が
あ
っ
た
の
で

存
分
に
稽
古
を
し
た
こ
と
と
、
こ
の
頃
は
、
役
作
り
の
技
術
を
磨
く
べ
き

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
狂
言
方
で
も
こ
れ
く
ら
い
の
年
齢
に

な
る
と
役
を
考
え
た
発
声
や
演
技
な
ど
、
演
じ
る
曲
の
内
容
を
考
え
た
技

術
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。基
礎
を
子
ど
も
時
代
に
身
に
つ
け
た
か
ら
こ
そ
、

こ
の
時
期
か
ら
応
用
的
な
技
術
を
求
め
た
稽
古
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

家
に
よ
っ
て
方
針
は
様
々
な
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
世
阿
弥
が

年
齢
別
に
稽
古
方
法
な
ど
を
書
い
て
い
て
も
、
今
と
は
寿
命
な
ど
も
違
う

た
め
、
私
が
こ
こ
で
書
い
た
よ
う
な
こ
と
が
現
代
の
稽
古
方
法
と
思
っ
て

い
た
だ
い
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章
　
中
世
・
近
世
の
能
狂
言
の
演
劇
論
と
の
比
較

第
一
節
　「
わ
ら
ん
べ
草
」
の
考
察

　

こ
こ
か
ら
は
、「
わ
ら
ん
べ
草
」
や
世
阿
弥
の
「
風
姿
花
伝
」
な
ど
を

参
考
に
、
当
時
と
現
在
の
能
狂
言
の
在
り
方
・
習
慣
な
ど
を
比
較
し
て
い

き
た
い
。

　

ま
ず
「
わ
ら
ん
べ
草
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
狂
言
師
大
蔵
虎
明
の
書
い

た
物
な
の
で
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
。

　

ま
ず
、
か
な
り
関
心
を
持
っ
た
の
が
四
段
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

兼
て
言
合
有
時
、
大
夫
、
つ
れ
、
脇
、
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
、

地
諷
出
る
也
。
狂
言
は
出
ず
と
も
有
な
ん
。
別
に
言
合
す
べ
し
。
又
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楽
屋
に
て
言
合
の
作
法
、
大
夫
あ
ひ
し
ら
い
な
ら
ば
大
夫
方
へ
行
て

言
合
を
す
べ
し
。
脇
と
は
、
年
、
上
手
次
第
、
互
の
時
宣
有
べ
し
。

さ
り
な
が
ら
大
方
狂
言
よ
り
行
が
よ
し
。
若
脇
と
問
答
す
べ
し
と
思

は
ゞ
言
合
を
せ
ず
。
間
に
よ
り
て
脇
よ
り
参
る
事
も
有
。
拍
子
の
衆

は
此
方
へ
参
る
也
（
大
蔵
一
九
七
三
）

こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ま
ず
、
言
合
と
は
、
演
能
以
前
の
打
合
せ
の

こ
と
で
、
今
で
言
う
と
申
し
合
わ
せ
（
リ
ハ
ー
サ
ル
）
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
最
初
に
あ
る
よ
う
に
、
現
在
で
も
能
の
申
し
合
わ
せ
が
あ
る
時
、
シ

テ
・
ツ
レ
・
ワ
キ
・
囃
子
方
・
地
謡
な
ど
は
出
る
が
、
狂
言
は
シ
テ
方
と

関
係
す
る
時
の
み
行
き
、
そ
れ
以
外
は
行
か
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

よ
く
稽
古
の
仕
組
み
や
時
間
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

普
通
の
演
劇
の
よ
う
に
皆
で
集
ま
っ
て
稽
古
は
せ
ず
、
各
々
が
先
生
と
一

対
一
で
稽
古
を
重
ね
、
申
し
合
わ
せ
で
初
め
て
全
員
が
揃
っ
て
合
わ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
申
し
合
わ
せ
に
行
か
な
い
狂
言
方
は
当
日
ま
で
全

く
他
の
人
の
演
技
を
見
な
い
こ
と
も
ざ
ら
で
あ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
と
、
能
楽
は
や
り
方
が
伝
承
と
し
て
決
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
の
で
、
習
っ
て
い
れ
ば
そ
の
通
り
に
や
る
と
上

手
く
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
勿
論
、
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
は
人
に

よ
っ
て
違
う
の
で
申
し
合
わ
せ
で
合
わ
せ
、
特
別
な
や
り
方
を
す
る
時
に

は
連
絡
が
あ
る
。

　

さ
て
、
申
し
合
わ
せ
に
行
か
な
い
時
、
ワ
キ
方
と
は
楽
屋
で
言
葉
の
申

し
合
わ
せ
を
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
、
お
互
い

の
年
齢
な
ど
に
も
よ
る
が
狂
言
方
か
ら
ワ
キ
方
へ
行
く
よ
う
に
あ
る
。
こ

れ
は
今
と
変
わ
ら
な
い
慣
習
で
あ
る
。
シ
テ
方
へ
も
行
く
よ
う
に
と
あ
る

が
、
現
在
は
申
し
合
わ
せ
の
時
点
で
行
っ
て
い
る
。
年
齢
な
ど
に
も
よ
る

と
は
思
う
が
、
囃
子
方
が
こ
ち
ら
へ
来
る
の
も
現
在
と
一
緒
だ
。
こ
の
よ

う
に
楽
屋
で
の
申
し
合
わ
せ
の
慣
習
が
現
代
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い

う
の
は
非
常
に
面
白
い
こ
と
だ
と
感
じ
た
。

　

そ
し
て
五
段
は
「
翁
」
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
。「
翁
」
の
前

に
は
盃
事
と
い
う
儀
式
が
あ
る
の
だ
が
、
本
文
に
は
、

三
宝
に
土
器
、
盃
、
洗
米
、
土
器
に
入
、
錫
に
酒
入
、
進
て
、
大
夫

戴
き
、
三
番
そ
う
に
差
す
。
三
番
そ
う
千
歳
に
差
す
。
そ
れ
よ
り
拍

子
の
衆
次
第
に
呑
（
大
蔵
一
九
七
三
）

と
あ
る
。
現
在
で
も
こ
の
よ
う
な
風
習
は
あ
り
、
順
番
も
変
わ
ら
な
い
。

今
は
お
酒
を
頂
き
、
米
を
口
に
含
む
の
に
加
え
て
塩
を
体
に
振
っ
て
い
る

と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
行
い
順
番
も
同
じ
こ

と
を
考
え
る
と
、
能
楽
が
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
「
翁
」
が
長
い
間

伝
わ
っ
て
き
た
事
が
推
察
で
き
る
。

　

二
十
一
段
は
、
間
狂
言
に
つ
い
て
の
こ
と
だ
が
、
能
一
番
に
つ
い
て
よ

く
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
間
語
り
を

す
る
場
合
、
片
幕
で
出
て
い
く
箇
所
の
謡
さ
え
覚
え
て
い
れ
ば
出
て
間
座

に
座
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
中
入
り
を
し
た
の
を
見
て

囃
子
方
が
床
几
か
ら
降
り
た
ら
（
間
狂
言
が
立
ち
し
ゃ
べ
り
の
時
は
床
几

か
ら
降
り
な
い
）
立
っ
て
自
分
の
演
技
を
始
め
、
終
わ
っ
た
ら
間
座
に
戻

り
ワ
キ
の
待
謡
で
切
戸
に
引
く
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
る
（
本
式
で
は
一
番
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初
め
に
出
て
最
後
ま
で
間
座
に
座
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現

在
で
は
こ
の
方
式
が
常
に
な
っ
て
い
る
）。
こ
の
為
後
場
の
内
容
を
知
ら

な
い
こ
と
が
多
い
の
だ
。
だ
と
し
て
も
、
私
の
祖
父
も
言
う
が
能
を
知
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
観
客
に
伝
わ
る
よ
う
な
内
容
の
あ
る
語
り
は
出
来
な
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
で
は
、
狂
言
方
は
子
供
時
代
に
能
を
見
る
機
会
が
少
な
い
為
、
私

も
現
在
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
テ
と
の
ア
シ
ラ
イ
で

は
間
が
な
に
か
を
し
よ
う
と
し
た
演
技
を
す
る
と
よ
く
な
い
こ
と
も
明
記

さ
れ
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
感
じ
た
。

　

次
に
述
べ
る
こ
と
は
第
二
章
と
も
関
係
し
て
く
る
こ
と
だ
が
、
狂
言
の

稽
古
に
つ
い
て
で
あ
る
。
世
阿
弥
も
稽
古
に
つ
い
て
多
く
の
記
述
を
し
て

い
る
が
、
狂
言
に
限
定
し
た
こ
の
時
代
の
稽
古
の
教
え
と
い
う
の
は
な
か

な
か
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
も
初
め
て
目
に
し
た
の
だ
が
、
二
十
七
、

八
段
を
読
ん
で
な
る
ほ
ど
と
思
う
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
十
二
、
三
歳
ま
で
は
面
白
く
思
う
よ
う
に
教
え
る
、
と
あ
る
の

で
、
子
ど
も
が
狂
言
を
好
き
に
な
る
よ
う
に
導
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ

ろ
う
。
十
五
、
六
歳
の
声
変
わ
り
の
時
は
素
直
に
し
て
、
声
も
た
ち
前
髪

も
落
ち
る
（
つ
ま
り
声
変
わ
り
も
終
わ
り
元
服
す
る
）
時
に
心
を
言
う
と

説
明
し
て
い
る
。
虎
明
よ
り
前
の
時
代
で
は
、
二
十
歳
く
ら
い
ま
で
は
こ

せ
こ
せ
せ
ず
、
ご
く
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
、
二
十
二
、
三
歳
頃
か
ら
声

も
良
く
な
っ
て
き
て
心
を
教
え
る
と
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
確
か
に
世
阿
弥
や
、
第
二
章
の
観
世
寿
夫
さ
ん
の
意
見
と

似
た
よ
う
な
こ
と
で
、
子
ど
も
の
時
は
難
し
く
教
え
ず
、
声
変
わ
り
が
や

は
り
転
機
に
な
り
、
そ
の
後
二
十
歳
あ
た
り
を
目
途
に
役
に
対
す
る
心
な

ど
を
教
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
後
に
、
狂
言
は
若
い
時

は
な
か
な
か
身
に
つ
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
事
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は

大
変
興
味
深
い
こ
と
で
、
私
の
個
人
的
な
感
覚
だ
が
、
能
は
若
い
人
で
も

基
本
的
な
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
の
演
技
は
、
鑑
賞
経
験
の
少
な
い

人
な
ど
は
特
に
違
和
感
な
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
狂
言
は
笑
い
の
要
素
を
持
っ
た
セ
リ
フ
芝
居
で
あ
る
の
で
、
こ
な
れ

た
感
じ
や
巧
み
な
セ
リ
フ
技
術
、
軽
妙
な
仕
草
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
く

る
。
そ
の
為
若
い
時
に
習
っ
て
い
る
基
本
的
な
技
術
で
は
自
然
な
演
技

や
、
狂
言
の
面
白
さ
を
表
す
事
が
中
々
出
来
な
い
の
だ
。

　

で
は
、
若
い
時
か
ら
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
教
え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
と
、
二
十
八
段
で
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
に
は
、

技
術
も
し
っ
か
り
出
来
て
い
な
い
の
に
心
を
教
え
て
は
、
と
ま
ど
っ
て
技

術
も
上
手
く
出
来
ず
心
も
表
現
出
来
な
い
で
下
手
に
な
る
と
あ
る
。
そ
の

為
、
ま
ず
技
術
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、
言
葉
を
自
在
に
覚
え
、
行
往
坐

臥
（
立
ち
居
振
る
舞
い
）
も
自
由
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
基
本
的

な
技
術
を
身
に
つ
け
た
上
で
内
容
的
な
も
の
（
心
な
ど
）
に
考
え
を
及
ぼ

す
よ
う
に
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

こ
れ
は
現
代
の
私
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
心
の
入
っ
た

技
術
等
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。「
わ
ら
ん
べ
草
」
に
は
、

変
声
期
に
も
な
り
、
顔
も
姿
も
変
わ
れ
ば
技
術
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、

幼
い
時
に
教
わ
っ
た
技
術
は
役
に
立
た
な
い
と
ま
で
書
い
て
あ
る
。
確
か

に
子
ど
も
の
技
術
は
子
ど
も
時
代
に
し
か
通
用
し
な
い
し
、
大
人
に
な
れ

ば
違
っ
た
技
術
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
矛
盾
す
る
こ
と
か
も

し
れ
な
い
が
、
幼
い
時
に
覚
え
た
こ
と
は
年
老
い
て
も
忘
れ
な
い
、
二
十
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歳
よ
り
前
に
言
葉
を
よ
く
覚
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
時
の
稽
古
は
、
言
葉
や
基
本
の
身
体
な
ど
を
体

に
記
憶
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
細
か
い
技
術
は
後
か
ら
学

ん
で
い
く
と
い
う
の
が
、
昔
か
ら
の
稽
古
の
慣
習
の
よ
う
だ
。

　

三
十
一
段
は
身
体
の
使
い
方
等
に
つ
い
て
で
あ
る
。

心
を
沈
む
る
と
て
着
す
れ
ば
沈
み
過
る
。
心
は
目
で
使
ふ
。
手
は
胴

に
て
使
ふ
。
扇
子
は
手
足
一
つ
也
。
腰
す
は
ら
ね
ば
弱
く
見
ゆ
る
。

心
を
入
る
ゝ
と
言
を
意
気
込
み
と
思
ふ
ゆ
へ
力
む
。
心
は
其
の
背
中

に
と
ゞ
ま
つ
て
其
形
を
得
ず
。
此
段
む
つ
か
し
き
事
多
し
（
大
蔵
一

九
七
三
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
心
は
目
で
使
い
、
手
は
胴
で
使
い
、
扇
は
手

足
と
一
体
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
現
在
の
私
の
祖
父
の
教
え
と
近
い
も

の
を
感
じ
た
。
祖
父
は
よ
く
、
扇
を
前
に
出
し
た
り
す
る
時
に
、「
手
で

行
く
な
、
肘
か
ら
行
け
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
ま
た
、
手
は
腰

か
ら
生
え
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た
教
え
方
も
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
扇

や
手
を
出
し
た
り
す
る
時
に
、
出
す
も
の
を
意
識
す
る
の
で
な
く
、
ま
さ

し
く
扇
は
手
足
（
体
）
と
一
体
な
の
で
あ
り
、
体
の
中
心
・
内
か
ら
の
力

が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
心
は
腰
に
有
る
と
い
う
文
も
あ
り
、「
腰
」
と
い
う
ポ

イ
ン
ト
の
言
葉
が
多
く
出
て
く
る
。
こ
れ
も
、
一
、
二
ペ
ー
ジ
で
構
え
に

つ
い
て
、
観
世
寿
夫
さ
ん
の
文
を
引
用
し
た
も
の
と
全
く
共
通
す
る
こ
と

で
、
腰
な
ら
腰
と
い
う
た
だ
一
点
に
意
識
と
緊
張
を
集
め
る
と
い
う
説
明

は
、
腰
が
据
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
弱
く
見
え
る
、
手
な
ど
を
使
う
時
に
も

胴
（
腰
）
に
意
識
が
あ
る
と
い
う
文
と
合
致
し
、
舞
台
上
の
あ
ら
ゆ
る
行

動
に
お
け
る
存
在
感
と
い
っ
た
も
の
を
把
握
す
る
と
い
う
説
明
は
、
心
が

背
中
に
と
ど
ま
っ
て
形
を
持
た
な
い
、
つ
ま
り
体
（
後
ろ
姿
）
か
ら
滲
み

出
る
存
在
感
が
舞
台
を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
狂
言
で
も
昔
か
ら
重

要
だ
っ
た
の
は
、
腰
・
体
の
中
心
・
内
側
と
い
っ
た
も
の
で
外
面
的
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
虎
明
の
言
葉
通
り
難
し
い

事
な
の
だ
。

　

四
十
七
段
で
は
、
昔
は
狂
言
に
囃
子
が
な
く
て
も
、
狂
言
が
終
わ
る
ま

で
囃
子
方
は
楽
屋
へ
入
る
こ
と
は
な
ら
ず
、
狂
言
方
が
出
る
時
と
終
わ
る

時
に
笛
が
カ
タ
ヒ
シ
ギ
を
吹
い
て
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
で
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
ま
ず
笛
で
調
子
を
整
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
発
声
す
る
と

い
う
、
世
阿
弥
の
言
葉
や
、
能
と
狂
言
を
合
わ
せ
て
一
番
と
し
て
い
た
こ

と
が
理
由
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
現
在
で
い
う
と
、「
翁
」
の
時
に
太
鼓

は
い
ら
な
い
が
、
次
の
脇
能
・
脇
狂
言
ま
で
セ
ッ
ト
と
考
え
、
太
鼓
が
初

め
か
ら
出
て
い
る
こ
と
と
似
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
如
何
に
し
て
も
、
能
狂

言
は
段
々
と
省
略
の
形
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

七
十
九
段
で
は
、
基
本
を
し
っ
か
り
さ
せ
ず
、
セ
リ
フ
を
変
に
く
ず
し

て
姿
勢
が
乱
れ
、
目
口
を
ひ
ろ
げ
て
身
体
も
汚
く
、
卑
し
く
粗
雑
に
す
る

こ
と
な
ど
は
狂
言
の
病
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
狂
言
が
比
較

的
写
実
の
芸
能
で
笑
い
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る

が
、
そ
の
笑
い
を
取
ろ
う
、
面
白
く
し
よ
う
と
し
て
演
技
が
こ
せ
こ
せ
し

た
も
の
に
な
っ
て
は
基
本
が
崩
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
今
で
も
言
わ
れ
る
事
で
も
あ
り
、
基
本
が
き
っ
ち
り
し
な
が
ら
も
、
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笑
い
の
あ
る
写
実
の
演
技
に
す
る
境
界
線
が
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

八
十
八
段
は
衣
装
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
狂
言

を
見
た
人
が
、
能
に
近
く
衣
装
も
綺
麗
す
ぎ
な
い
か
と
問
い
か
け
た
の
に

対
し
、
能
「
百
万
」
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
写
実
の
考
え
に
乗
っ
取
れ
ば
、

狂
言
も
百
姓
商
人
な
ど
は
卑
し
い
者
の
着
る
物
を
着
た
方
が
写
実
的
だ

が
、
昔
か
ら
肩
衣
・
袴
で
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
が
ル
ー
ル
で
あ
る
と
虎
明

が
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
金
春
八
郎
安
照
の
言
葉

で
、
能
は
貴
人
高
人
の
前
で
や
る
の
で
卑
し
い
仕
舞
は
し
な
い
と
あ
る
よ

う
に
、
貴
人
た
ち
の
前
で
行
っ
て
い
た
名
残
が
、
現
在
で
も
衣
装
な
ど
が

写
実
的
で
は
な
い
こ
と
に
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

第
二
節
　
世
阿
弥
の
伝
書
に
つ
い
て
の
考
察

　

さ
て
こ
こ
か
ら
は
、
世
阿
弥
の
著
書
に
注
目
し
た
い
（
こ
こ
か
ら
の
参

考
文
献
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集　

能
楽
論
集　

俳
論

集
』
小
学
館
」）。
ま
ず
「
風
姿
花
伝
」
だ
が
、
年
来
稽
古
条
々
で
述
べ
て

い
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
時
は
基
本
的
に
、
声
変
わ
り
の
時
は
稽
古
を
少

な
く
す
る
な
ど
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
と
変
わ
り
な
い
。
た
だ
違
う
の

が
、
七
歳
で
稽
古
を
始
め
た
り
、
三
十
四
、
五
歳
の
頃
が
盛
り
の
絶
頂
で

あ
っ
た
り
な
ど
、
現
在
の
年
齢
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
は
始
め

る
の
は
三
歳
程
、
五
十
〜
六
十
代
で
よ
う
や
く
良
い
役
者
と
認
め
ら
れ
る

く
ら
い
だ
ろ
う
。
昔
と
の
寿
命
の
違
い
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
在
は
始
め

る
年
齢
が
早
く
、
盛
り
が
遅
い
こ
と
な
ど
も
考
え
る
と
、
昔
よ
り
も
長
い

年
月
を
稽
古
し
て
、
認
め
ら
れ
る
ま
で
も
時
間
が
か
か
る
な
ど
、
も
し
か

し
た
ら
技
術
的
に
進
歩
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
第
一
節
で
も
述
べ
た
が
、
物
学
条
々
で
も
、
貴
人
の
前
で
卑
し

い
下
品
な
職
種
を
細
か
に
真
似
し
て
見
せ
て
も
、
下
品
す
ぎ
て
面
白
さ
を

感
じ
て
も
ら
え
な
い
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
「
花
鏡
」
に
、

貴
人
の
顔
の
高
さ
に
よ
っ
て
自
分
の
顔
の
保
ち
方
を
変
え
ろ
、
貴
人
が
途

中
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
の
演
能
の
序
破
急
を
工
夫
し
ろ
と
あ
る
な

ど
、
双
方
の
著
書
に
貴
人
の
こ
と
を
考
え
た
記
述
が
多
々
見
ら
れ
る
の

で
、
現
在
と
は
違
い
、
当
時
は
そ
の
方
々
を
第
一
に
考
え
、
最
も
重
要
視

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
能
狂
言
は
歌
舞
伎
ほ
ど
興
行
的
に
な
っ
て
は

い
な
い
が
、
お
客
様
を
呼
ん
で
お
代
を
頂
い
て
舞
台
を
披
露
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
貴
人
の
為
に
演
じ
た
り
武
士
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
り
、

ま
た
は
神
へ
奉
納
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
伝
承
の
中
で
演
じ
る
仕
組
み
が

変
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
花
鏡
」
に
は
演
じ
る
技
術
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
く
あ
る
が
、
中
で

も
共
感
し
た
の
が
、「
強
身
動
宥
足
踏　

強
足
踏
宥
身
動
」
と
い
う
所
で

あ
る
。
こ
れ
は
文
字
の
通
り
、
強
く
身
体
を
動
か
す
時
足
拍
子
は
そ
っ
と

踏
み
、
強
く
踏
む
時
は
身
体
を
静
か
に
動
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
敢
え
て
逆
の
こ
と
を
す
る
、
実
際
に
や
る
こ
と
と
逆
の
意
識
を

大
事
に
持
つ
と
い
う
の
は
、
こ
の
芸
能
に
お
い
て
非
常
に
多
い
こ
と
だ

が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
強
く
身
体
を
動
か
す
の
に
足

拍
子
を
強
く
し
て
は
荒
く
見
え
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
私
の
祖
父
も
よ

く
、
強
い
と
荒
い
は
違
う
と
言
う
。
勿
論
、
強
い
が
い
い
意
味
で
荒
い
は

悪
い
意
味
だ
が
、
能
狂
言
で
は
こ
う
い
っ
た
行
き
過
ぎ
た
演
技
を
嫌
う
の

で
あ
る
。
動
の
演
技
を
す
る
中
に
静
の
意
識
も
あ
る
な
ど
、
両
者
が
調
和
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し
た
よ
う
な
演
技
こ
そ
が
美
し
い
、
世
阿
弥
の
言
葉
で
言
え
ば
面
白
い
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
一
貫
し
て
昔
か
ら
続
い
て
い
る
と
感
じ
た
。

　
「
習
道
書
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
別
に
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

最
初
に
、
役
者
一
同
の
芸
力
が
和
合
し
て
、
揃
っ
て
こ
そ
芸
術
的
効
果
が

実
現
す
る
の
で
あ
り
、
各
々
が
い
く
ら
上
手
く
や
っ
て
も
揃
っ
て
い
な
け

れ
ば
真
の
成
功
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
能
が
総
合
芸
術
と

言
わ
れ
る
由
縁
で
あ
り
、
皆
が
一
緒
に
稽
古
し
な
く
て
も
き
ち
ん
と
揃
え

ら
れ
る
の
が
プ
ロ
な
の
だ
ろ
う
。
私
も
現
在
囃
子
や
シ
テ
の
謡
を
習
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
為
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
狂
言
方
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
お
か
し

み
を
生
む
手
段
と
し
て
何
か
狂
言
ら
し
い
こ
と
を
す
る
の
は
当
然
な
こ
と

だ
が
、
能
の
道
案
内
（
間
語
り
な
ど
の
こ
と
）
を
す
る
際
に
は
笑
わ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
で
、
我
々

も
狂
言
と
間
の
技
術
は
違
う
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
興
味
深
い
の

は
、
狂
言
だ
と
し
て
も
、
観
客
が
笑
い
ど
よ
め
く
の
は
芸
が
卑
俗
だ
か
ら

で
あ
り
、
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
興
趣
を
感
じ
る
く
ら
い
が
、
面
白
く
幽
玄

の
上
等
な
境
地
に
達
し
た
上
手
い
狂
言
役
者
だ
と
述
べ
て
い
た
こ
と
だ
。

こ
こ
で
も
卑
し
い
言
葉
や
演
技
を
禁
じ
て
お
り
、
私
の
祖
父
の
目
指
し
て

い
る
物
は
こ
れ
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。

第
四
章
　
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
最
近
の
文
献
や
中
世
・
近
世
の
著
書
な
ど
を
あ
た
っ
て
考
察

し
て
き
た
が
、
狂
言
も
能
も
、
身
体
的
な
技
法
や
言
葉
の
技
法
の
根
本
的

な
基
礎
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
中
で
、
様
々
な
技
法
に
お
い
て
、
双

方
と
も
に
自
ら
の
芸
能
の
良
さ
を
引
き
出
す
工
夫
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
稽
古
方
法
に
つ
い
て
も
大
ま
か
に
は
共
通
し
て
い
て
、
子
ど
も
の
時

に
は
意
味
も
分
か
ら
ず
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
、
二
十
歳
に
近
づ
い
て
き

た
あ
た
り
で
本
格
的
な
大
人
の
技
術
へ
変
化
し
て
い
く
。
後
は
能
・
狂
言

と
一
概
に
言
え
ず
、
家
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
小
さ
い
時
に
意
味
も
分
か
ら
ず
体
で
覚
え
る
と
い

う
事
が
、
こ
こ
ま
で
の
伝
承
を
可
能
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
わ
ら
ん
べ
草
」
や
「
風
姿
花
伝
」
な
ど
に
は
今
と
共
通
し
て
い
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
変
わ
ら
ず
伝
承
さ
れ
て
き

た
も
の
と
、
伝
承
の
中
で
時
代
に
沿
っ
て
変
化
を
し
て
き
た
も
の
が
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
変
化
し
た
場
合
、
そ
れ
は
進
歩
す
る
為
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
変
化
の
経
緯
と
意
味
を
無
視
せ
ず
、
し
っ
か
り
把

握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
確
信
し
た
。
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
、

場
合
に
よ
っ
て
は
変
化
を
必
要
と
す
る
も
の
を
理
解
し
、
試
行
錯
誤
し
て

い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
責
務
で
あ
り
、
そ
の
事
こ
そ
が
伝
承
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
参
考
文
献
一
覧
〉

奥
田
勲
・
表
章
・
堀
切
実
・
復
本
一
郎
『
連
歌
論
集　

能
楽
論
集　

俳

論
集
』　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
第
八
十
八
巻　

小
学
館　

二
〇

〇
一
年

観
世
寿
夫
『
仮
面
の
演
技
』　

観
世
寿
夫
著
作
集
第
二
巻　

平
凡
社　

一
九
八
一
年
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小
山
弘
志
『
謡
曲
・
狂
言
・
花
傳
書
』　

日
本
古
典
鑑
賞
講
座
第
十
五

巻　

角
川
書
店　

一
九
五
八
年

小
山
弘
志
・
田
口
和
夫
・
橋
本
朝
生
『
狂
言
の
世
界
』　

岩
波
講
座
能
・

狂
言
第
五
巻　

岩
波
書
店　

一
九
八
七
年

大
蔵
虎
明
『
わ
ら
ん
べ
草
』　

日
本
思
想
大
系
第
二
十
三
巻　
「
古
代
中

世
芸
術
論
」　

岩
波
書
店　

一
九
七
三
年

横
道
万
里
雄
・
増
田
正
造
『
能
と
狂
言
』　

無
形
文
化
財
全
書
第
三
巻　

大
同
書
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一
九
五
九
年

〔
付
記
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二
〇
一
八
年
度
に
提
出
し
た
、
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文

学
科
の
卒
業
論
文
を
も
と
に
一
部
修
正
し
た
。


