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﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
世
阿
弥
　
②
花
　
③
か
か
り
　
④
見
風
﹈

一
　
は
じ
め
に

―
問
題
の
所
在

従
来
の
世
阿
弥
の
能
楽
論
を
中
心
と
し
た
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
主
に
能
楽
論
そ
の
も
の
の
分
析
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
お

り
、
世
阿
弥
と
い
う
一
個
の
人
間
の
思
惟
へ
、
焦
点
を
合
わ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
能
楽
論

に
お
け
る
「
花
」
や
「
幽
玄
」
な
ど
の
種
々
の
概
念
の
多
く
は
、
文
脈
上
か
歴
史
的
推
移
の
中
で
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
思
想
背
景
で
生
ま
れ
出
た
の
か
に
ま
で

踏
み
込
み
、
そ
こ
か
ら
再
度
そ
れ
ら
を
整
理
し
直
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
の
思
想
を
支
え
た

観
点
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
そ
の
観
点
を
探
る
試
み
と
位
置
づ
け
る
。

世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
見
風
」

―
「
か
か
り
」
と
の
関
係
か
ら

―

宮
本
　
郷
史
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そ
こ
で
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
能
楽
論
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
か
か
り
」
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
そ
の
「
か
か
り
」

と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
見
風
」
を
考
察
し
、
能
楽
論
で
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
「
見
風
」
は
世
阿
弥
の
思
想

を
扱
う
た
め
の
基
点
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
こ
れ
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

世
阿
弥
は
自
身
の
能
楽
論
で
「
か
か
り
」
を
頻
出
さ
せ
る
。
た
だ
、
そ
の
意
味
は
一
様
で
な
く
、
先
行
研
究
（
1

）

を
見
て
も
容

易
く
扱
え
る
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
能
楽
論
か
ら
彼
の
思
想
に
迫
ろ
う
と
し
た
時
、
こ
の
「
か
か
り
」
を
避
け
て
通
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
「
か
か
り
」
は
、
能
楽
論
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
所
か
ら
も
伺
え
る
。

よ
き
能
と
申
は
、
本
説
正
し
く
、
め
づ
ら
し
き
風
体
に
て
、
詰
め
所
あ
り
て
、
か
ゝ
り
幽
玄
な
ら
ん
を
、
第
一
と
す
べ
し
。
風

体
は
め
づ
ら
し
か
ら
ね
ど
も
、
わ
づ
ら
は
し
く
も
な
く
、
直
に
下
り
た
る
が
、
面
白
き
所
あ
ら
ん
を
、
第
二
と
す
べ
し
。（『
風

姿
花
伝
』
以
下
『
花
伝
』。
以
下
、
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
）

周
知
の
よ
う
に
、「
幽
玄
」
も
ま
た
、
と
り
わ
け
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
花
鏡
』
に
「
幽
玄
の
風
体
の
事
、
諸
道
・
諸

事
に
於
い
て
、
幽
玄
な
る
を
以
て
上
果
と
せ
り
。
こ
と
さ
ら
当
芸
に
於
い
て
、
幽
玄
の
風
体
第
一
と
せ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
引
用
を
見
る
と
、「
よ
き
能
」
と
は
「
か
か
り
」
が
「
幽
玄
」
で
あ
る
能
だ
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
か
か
り
」
こ
そ
が
世
阿
弥
の
目
指
す
演
能
の
要
で
あ
り
、
世
阿
弥
が
生
涯
一
貫
し
て
追
及
し
た
「
花
」
に
直
結
す
る
工
夫
、

あ
る
い
は
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
そ
の
「
か
か
り
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
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一
切
、
懸
と
名
付
る
見
風
、
是
又
無
所
也
。
只
自
レ

体
見
風
匂
也
。
然
ば
、
懸
は
、
体
に
有
て
用
に
見
え
た
り
。（『
至
花
道
』）

こ
の
よ
う
に
、「
見
風
」
は
「
懸
」
と
も
名
付
け
ら
れ
得
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
両
者
が
親
密
な
関
係
で
あ
る
こ
と
も
示

し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
「
懸
」
と
「
見
風
」
と
の
直
接
的
な
相
互
関
係
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
能
楽
論

の
中
で
こ
の
「
見
風
」
は
「
か
か
り
」
に
対
応
す
る
形
で
重
要
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
検
証
す
べ

く
、
以
下
、
ま
ず
「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
行
い
た
い
。
そ
の
後
、
能
楽
論
に
お
け
る
「
見
風
」

の
位
置
づ
け
を
考
え
る
。

二
　
音
曲
の
「
か
か
り
」

1

二
条
良
基
と
世
阿
弥
の
「
か
か
り
」

本
来
、「
か
か
り
」
は
和
歌
・
連
歌
論
用
語
で
あ
り
、
と
り
わ
け
二
条
良
基
の
連
歌
論
で
よ
く
見
か
け
る
。『
連
歌
十
様
』
の
冒

頭
で
は
「
連
歌
は
か
ゝ
り
・
姿
を
第
一
と
す
べ
し
、
い
か
に
珍
敷
事
も
、
姿
か
ゝ
り
悪
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
更
に
面
白
も
不
覚
、
譬

へ
ば
微
女
の
麻
衣
き
た
る
が
ご
と
し
、
や
さ
し
く
幽
玄
な
る
を
先
と
す
、
雪
月
花
の
景
物
な
り
と
も
、
こ
は

し
き
は
徒
事
な

り
、
是
を
心
得
分
べ
き
物
な
り
」（

2

）

と
あ
り
、
良
基
が
「
か
か
り
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、「
か
か
り
」
と

は
何
か
と
言
え
ば
、〈
句
や
歌
の
風
趣
・
風
体
〉
の
意
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
、
詞
を
詠
吟
し
た
際
、
そ
の
様
々
な
調
和
に
よ
る

響
き
か
ら
、
歌
の
姿
に
自
然
と
〈
よ
さ
〉
が
発
現
す
る
こ
と
と
言
え
る
。
ま
た
、「
詞
や
さ
し
く
、
か
ゝ
り
面
白
く
す
る
人
は
、

花
の
句
な
ら
ず
と
も
面
白
か
る
べ
し
」（『
九
州
問
答
』）（

3

）

と
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
は
た
ら
き
は
詠
吟
さ
れ
る
句
に
面
白
さ
を
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生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
世
阿
弥
の
「
か
か
り
」
に
目
を
転
じ
た
時
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
世
阿
弥
と
良
基
と
の
関
係
を
踏
ま
え
る
と
（
4

）
、

能
楽
論
で
の
「
か
か
り
」
の
出
所
の
一
つ
は
良
基
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
良
基
の
連
歌
論
か
ら
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
世

阿
弥
の
「
か
か
り
」
は
、『
花
伝
』
を
始
め
と
す
る
伝
書
の
あ
ら
ゆ
る
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
も

様
々
で
あ
り
、「
か
か
り
」
の
扱
い
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
か
か
り
」
に
風
趣
、
風
情
、
趣
等
の
よ
う
な
意
味

を
与
え
る
だ
け
で
は
世
阿
弥
の
意
図
し
た
こ
と
は
汲
み
取
れ
な
い
ほ
ど
、
そ
の
背
後
に
複
雑
な
要
素
が
絡
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
音
曲
の
「
か
か
り
」
は
、
曲
趣
、
曲
風
、
曲
味
等
、
舞
姿
の
「
か
か
り
」
は
、
風
体
、
風
姿
、
風
姿
美
、
風
趣
等
の

意
味
が
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
芸
風
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
（
5
）
。

こ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
「
か
か
り
」
を
、
以
下
、
世
阿
弥
が
考
え
る
能
の
二
つ
の
構
成
要
素
、
す
な
わ
ち
音
曲
と
舞
の
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
、
考
察
を
試
み
た
い
。

2

音
曲
の
「
か
か
り
」
の
性
質

そ
こ
で
ま
ず
、
音
曲
の
「
か
か
り
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。「
さ
や
う
な
る
所
を
ば
、
心
に
て
、
声
が
か
り
を
色
ど
り
替
ゆ
る
也
」

（『
風
曲
集
』）
等
の
「
声
が
か
り
」
が
示
す
よ
う
に
、
音
曲
の
「
か
か
り
」
は
基
本
的
に
連
歌
と
同
様
、
そ
の
詠
吟
に
よ
る
音
の

響
き
が
作
る
詞
の
姿
（
6
）

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
か
か
り
」
は
ど
の
よ
う
に
生
ず
る
の
か
。

謡
ふ
時
は
、
其
曲
を
能
々
心
得
分
て
謡
へ
ば
、
曲
の
付
様
、
謡
ひ
様
、
相
応
す
る
所
に
て
、
面
白
き
感
あ
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
、

た
ゞ
、
節
の
付
様
を
以
て
、
謡
の
博
士
と
す
べ
し
。
文
字
移
り
の
美
し
く
、
清
み
濁
り
の
曲
に
似
合
た
る
が
、
か
ゝ
り
に
は
な
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る
な
り
。（『
花
鏡
』）

こ
こ
で
は
、
謡
の
態
や
工
夫
が
「
相
応
」
し
た
時
、
見
所
の
心
に
「
面
白
き
感
」
の
よ
う
な
「
感
」
が
生
ず
る
と
あ
る
。
そ
の

「
感
」
は
何
か
と
言
え
ば
、『
花
鏡
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
面
白
位
よ
り
上
に
、
心
も
覚
え
ず
「
あ
つ
」
と
云
重

あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
こ
れ
は
、
心
に
も
覚
え
ね
ば
、
面
白
し
と
だ
に
思
は
ぬ
感
な
り
」。
つ
ま
り
「
感
」
と
は
、
演
能
を

前
に
し
て
そ
れ
を
面
白
い
な
ど
と
い
う
よ
う
な
感
情
の
具
体
化
が
成
さ
れ
ず
、
た
だ
演
能
に
没
入
し
て
い
る
見
所
の
心
の
状
態
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
感
」
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
演
能
に
「
花
」
を
咲
か
せ
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
人
の
心
に
思
い
も
寄
ら
ぬ
感
を
催
す
手
立
、
こ
れ
花
な
り
」（『
花
伝
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
見
所
の
「
思
い
も

寄
ら
ぬ
感
」
で
「
花
」
は
咲
く
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
所
の
内
に
生
じ
る
「
感
」
を
、
演
能
が
成
功

す
る
か
ど
う
か
の
判
定
基
準
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
音
曲
の
「
か
か
り
」
が
生
ず
る
に
は
、
見
所
に
「
感
」

が
生
ず
る
た
め
の
態
や
工
夫
の
「
相
応
」
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
相
応
」
に
よ
っ
て
「
か
か
り
」
は
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
出
る
の
か
。

若
又
、
文
字
の
足
ら
ぬ
所
も
あ
る
べ
し
。
そ
れ
を
ば
、
拍
子
を
越
し
て
、
文
字
の
足
ら
ぬ
分
を
拍
子
に
て
持
ち
て
、
文
字
の
足

り
た
る
ご
と
く
拍
子
を
打
て
行
け
ば
、
あ
ら
ざ
る
曲
に
な
り
て
、
感
も
出
で
来
る
こ
と
あ
り
。
か
や
う
に
似
合
か
な
ひ
て
、
曲

と
拍
子
と
相
応
す
る
事
を
、
よ
く

習
い
学
得
し
て
、
曲
付
す
べ
き
也
。
文
字
の
多
く
余
る
所
に
て
、
思
は
ざ
る
外
の
曲
懸

出
で
来
る
物
也
。（『
曲
付
次
第
』）



6

学習院大学人文科学論集ⅩⅧ（2009）

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
文
字
と
拍
子
、
あ
る
い
は
節
と
拍
子
の
態
や
工
夫
が
「
相
応
」
す
れ
ば
、
思
い
が
け
な
い
「
曲
懸
」
と
い

う
、
節
の
「
か
か
り
」
が
「
出
で
来
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
「
か
か
り
」
の
性
質
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
か

か
り
」
は
シ
テ
の
試
み
る
態
や
工
夫
が
相
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
テ
自
身
も
思
い
が
け
な
い
形
で
生
じ
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら

に
も
う
一
つ
の
性
質
は
、
一
つ
目
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、「
出
で
来
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
シ
テ
自
身
が
意
図
的
に
「
曲
懸
」、

あ
る
い
は
「
か
か
り
」
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
あ
ら
わ
れ
出
る
も
の
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
7
）
。
但
し
、
自
然
に
あ
ら
わ
れ
出
る
よ
う
な
「
か
か
り
」
を
誰
に
で
も
簡
単
に
実
現
で
き
る
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。近

江
の
か
ゝ
り
は
、
立
止
ま
り
て
「
あ
つ
」
と
言
は
す
る
所
を
ば
露
程
も
心
に
か
け
ず
、
た
ぶ

と
、
か
ゝ
り
を
の
み
本
に

せ
し
也
。
後
の
入
は
な
ど
に
は
、
み
な

立
ち
謡
ひ
て
、
さ
と
入
也
。
道
阿
こ
そ
、
上
果
に
て
、
か
ゝ
る
か
ゝ
り
を
の
づ
か

ら
面
白
き
を
、
今
の
近
江
は
、
至
ら
ず
し
て
其
体
を
す
る
間
、
音
曲
も
風
体
も
延
び
腐
り
た
る
也
。
近
江
の
風
体
、
か
く
の
ご

と
し
。（『
申
楽
談
儀
』
以
下
『
談
儀
』）

こ
こ
で
は
、
音
曲
の
「
か
か
り
」
で
も
舞
の
「
か
か
り
」
で
も
な
く
、「
か
か
り
」
一
般
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
傍
線

部
を
見
て
み
る
と
、「
上
果
」
の
位
で
あ
る
犬
王
道
阿
（
8

）

の
「
か
か
り
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
道
阿
の
「
か
か
り
」

は
「
を
の
づ
か
ら
面
白
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
か
か
り
」
は
自
然
に
面
白
い
も
の
と
し
て
生
じ
る
と
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が

「
を
の
づ
か
ら
」
発
現
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
が
、
先
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
か

か
り
」
は
い
く
つ
か
の
態
や
工
夫
が
相
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、「
か
か
り
」
は
誰
に
で
も
現
れ
出
る
も
の
で
は
な
く
、
道
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阿
が
「
上
果
」
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
芸
位
、
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
っ
た
態
や
工
夫
を
体

得
し
た
シ
テ
で
な
け
れ
ば
「
思
は
ざ
る
外
」
の
「
か
か
り
」
は
生
じ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
か
か
り
」
は
、
あ
る
芸
位
に
達
し

た
シ
テ
が
行
う
態
や
工
夫
が
相
応
し
た
時
に
、
当
人
に
さ
え
も
思
い
が
け
ず
現
れ
出
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

3

音
曲
の
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き

で
は
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
た
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
但
し
、
そ
の
具
体
的
は
た
ら
き
を

考
え
る
際
、
特
に
念
頭
に
置
く
べ
き
こ
と
は
、
能
楽
論
で
扱
わ
れ
る
個
々
の
態
や
工
夫
は
す
べ
て
、
演
能
の
成
功
、
す
な
わ
ち

「
花
」
を
咲
か
す
こ
と
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
か
か
り
」
は
世
阿
弥
の
能
楽
論
の
中
で
も
重

要
な
態
で
あ
り
工
夫
で
あ
る
の
で
、「
花
」
と
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
に
強
固
に
な
る
。
そ
こ
で
、「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
に
つ

い
て
以
下
見
て
い
く
。

音
曲
に
於
い
て
、
節
か
ゝ
り
美
し
く
下
り
て
、
な
び

と
聞
え
た
ら
ん
は
、
是
、
音
曲
の
幽
玄
な
る
べ
し
。（『
花
鏡
』）

こ
こ
を
見
る
と
、「
節
か
ゝ
り
」
が
柔
和
優
美
な
感
じ
と
し
て
の
「
な
び

」
と
聞
こ
え
た
時
に
、「
音
曲
の
幽
玄
」
に
な
る
、

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
は
「
音
曲
の
幽
玄
」
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
世
阿
弥
は
「
花
」
を
咲
か
せ
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
は
た
ら
き
も
見
い
出
し
て
い
る
。

た
ゞ
か
ゝ
り
也
。
昔
の
大
和
音
曲
は
、
さ
し
て
か
ゝ
り
な
け
れ
ば
、
文
字
訛
り
よ
く
聞
ゆ
。
か
ゝ
り
だ
に
よ
け
れ
ば
、
訛
り
は
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隠
る
ゝ
也
。（
中
略
）
道
阿
、「
や
う

は
か
な
や
な
ど
さ
ら
ば
、
釈
尊
の
出
世
に
は
生
ぜ
ざ
る
覧
、
つ
た
な
き
わ
れ
ら
が
果

報
か
な
や
」、
是
を
、
い
づ
れ
も
き
た
な
き
音
曲
な
れ
共
、
か
ゝ
り
面
白
あ
れ
ば
、
道
誉
も
日
本
一
と
褒
め
ら
れ
し
也
。
道
阿
、

謡
ひ
届
け
し
者
也
。（『
談
儀
』）

音
曲
の
「
か
か
り
」
は
、
負
の
要
素
を
正
に
転
化
し
て
見
所
に
印
象
づ
け
る
は
た
ら
き
も
担
っ
て
い
る
。
引
用
で
は
「
か
ゝ
り
」

が
「
面
白
」
け
れ
ば
「
日
本
一
の
音
曲
」
と
賞
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
か
か
り
」
の
有
無
が
音
曲
に
お
け
る
魅
力
を
見
所
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
音
曲
の
「
幽
玄
」
以
外
に
、
こ
の
よ

う
な
一
見
す
れ
ば
欠
点
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
魅
力
と
し
て
転
化
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
よ
り
強
く
見
所
と
の
関
係
を
意
識
し
て
説
か
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
い
わ
ば

そ
れ
は
、「
か
か
り
」
の
作
用
を
よ
り
「
花
」
に
引
き
つ
け
な
が
ら
述
べ
て
い
る
所
で
あ
る
。

音
曲
の
懸
・
風
体
に
、
両
様
あ
り
。
人
の
用
ゐ
も
品
あ
り
。
曲
を
連
ね
、
句
を
色
ど
り
て
、
有
文
音
感
の
、
聞
き
所
多
き
を
好

む
人
も
あ
り
。
又
、
声
聞
無
文
に
て
、
さ
し
て
心
耳
を
動
か
す
曲
は
な
く
て
、
た
ゞ
美
し
く
、
た
ぶ
や
か
に
聞
ゆ
る
風
体
を
好

む
も
あ
り
。
是
は
、
い
づ
れ
も
勝
劣
有
ま
じ
き
也
。

さ
り
な
が
ら
、
無
文
に
品
あ
り
。
無
曲
・
無
文
に
聞
え
て
、
声
が
か
り
の
面
白
き
斗
と
知
る
所
の
、
そ
の
面
白
き
感
と
は
、
曲

を
尽
く
し
、
文
正
を
磨
き
て
後
、
安
き
位
の
妙
聞
に
な
り
か
へ
る
劫
の
感
な
り
。
ま
こ
と
に
不
覚
の
無
文
に
て
、
終
に
曲
を
も

心
み
ず
、
文
正
を
も
習
伝
せ
ず
し
て
、
た
ゞ
無
心
の
無
文
な
ら
ば
、
音
曲
聞
き
醒
め
す
べ
し
。（『
風
曲
集
』）
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傍
線
部
に
あ
る
音
曲
の
「
風
体
」
と
は
、
そ
こ
に
文
の
有
る
か
無
い
か
と
い
う
そ
の
様
を
表
し
、「
懸
」
は
文
の
有
無
に
よ
る
音

曲
の
質
の
差
異
を
踏
ま
え
た
「
音
感
」
で
あ
る
。
こ
の
「
音
感
」
は
前
述
の
「
感
」
同
様
、「
花
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
「
人
の
心
に
思
い
も
寄
ら
ぬ
感
を
催
す
」
た
め
の
「
手
立
」
を
、「
花
」
を
咲
か
せ
る
重
要
な
工
夫
と
位
置
づ
け
る
世
阿
弥

に
と
っ
て
は
、
こ
の
音
曲
に
関
す
る
「
感
」
も
そ
の
位
置
づ
け
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
音
曲
の
「
か
か
り
」
も
、「
人
の
心

に
思
い
も
寄
ら
ぬ
」「
音
感
」
を
催
さ
せ
、「
花
」
を
咲
か
せ
る
作
用
を
持
つ
。

た
だ
し
、「
音
曲
の
懸
」、
ま
た
は
「
声
が
か
り
」
の
作
用
は
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
音
感
」
を
よ
り
詳
細

に
見
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
点
線
部
を
見
る
と
、「
無
文
」
の
「
音
感
」
に
、
よ
り
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

確
か
に
「
さ
し
て
心
耳
を
動
か
す
」
も
の
は
な
い
が
、「
無
文
」
の
「
音
感
」
に
よ
る
「
音
曲
」
に
は
「
妙
聞
」
を
生
じ
さ
せ
る

要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
音
曲
に
「
心
耳
を
動
か
す
」
も
の
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
所
は
「
面
白

き
感
」
を
生
じ
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
こ
に
「
妙
聞
」
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
見
所
に
と
っ
て
「
思
い
も
寄

ら
ぬ
」
事
態
で
あ
り
、「
感
を
催
す
」
契
機
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
声
が
か
り
」
の
作
用
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は

今
見
た
こ
と
が
控
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
花
と
、
面
白
き
と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
」（『
花
伝
』）
を
踏

ま
え
る
と
、「
無
文
」
の
「
音
感
」
を
生
じ
さ
せ
る
「
声
が
か
り
」
は
、
や
は
り
「
花
」
へ
の
重
要
な
「
手
立
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
声
が
か
り
」
の
作
用
の
重
層
性
は
、「
無
文
」
の
「
面
白
き
感
」
が
「
安
き
位
の
妙
聞
に
な
り
か
へ
る
劫
の

感
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
。
そ
の
「
妙
聞
に
な
り
か
へ
る
」
た
め
に
は
、「
有
文
」、
す
な
わ
ち
曲
や
節
を
極
め
尽
く

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
安
き
位
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
無
曲
・
無
文
」
に
「
面
白
き
感
」
を
生
じ
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
引
用
に
続
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。
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有
文
・
無
文
に
付
て
、
曲
聞
差
別
あ
り
。
無
文
の
曲
の
、
音
声
の
面
白
さ
ば
か
り
に
て
、
よ
く
く
聞
き
尽
く
す
所
、
感
の
さ
ほ

ど
に
も
な
か
ら
ん
を
ば
、
不
覚
の
無
文
と
知
る
べ
し
。
又
、
無
文
と
は
聞
き
て
、
音
感
い
や
闌
け
て
、
し
か
も
面
白
さ
尽
き
せ

ず
ば
、
是
、
有
文
を
極
め
過
た
る
無
文
よ
と
知
る
べ
し
。
是
、
上
果
妙
声
の
位
也
。
し
か
れ
ば
、
無
文
音
感
は
、
有
文
と
も
に

籠
る
が
ゆ
へ
に
、
是
を
第
一
と
す
。
有
文
の
音
感
は
、
無
得
ま
で
に
は
極
め
ぬ
所
の
残
る
が
ゆ
へ
に
、
第
二
と
す
る
也
。（
同

前
）

す
な
わ
ち
、「
無
文
音
感
は
、
有
文
と
も
に
籠
る
」
こ
と
で
生
じ
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
所
は
「
思
い
も
寄
ら
ぬ
感
」
や

「
面
白
き
感
」
を
催
し
、
結
果
、「
花
」
が
咲
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
声
が
か
り
」
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
次
の
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
と
は
、「
花
」
へ
と
通
ず
る
「
感
」
を
見
所
の
心
に
生
じ
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。

三
　
舞
の
「
か
か
り
」

1

舞
の
「
か
か
り
」
の
性
質

こ
こ
で
は
先
に
見
た
音
曲
に
対
し
て
、
能
の
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
舞
の
「
か
か
り
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
但
し
、

こ
こ
で
言
う
舞
は
、
世
阿
弥
が
定
め
た
音
曲
と
舞
と
い
う
二
曲
の
中
の
そ
れ
と
し
て
以
下
使
用
す
る
が
、
そ
れ
に
含
意
さ
れ
る
の

は
、
シ
テ
の
舞
の
み
に
限
ら
な
い
。
舞
は
も
ち
ろ
ん
、
シ
テ
が
舞
台
上
で
行
う
す
べ
て
の
所
作
と
、
そ
れ
ら
の
姿
を
も
含
む
語
と

し
て
使
用
す
る
。
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舞
智
者
、
手
と
云
も
舞
な
れ
ど
も
、
手
足
を
扱
は
ず
し
て
、
た
ゞ
、
姿
か
ゝ
り
を
体
に
し
て
、
無
手
無
風
な
る
よ
そ
ほ
ひ
を
な

す
道
あ
り
。
縦
ば
飛
鳥
の
風
に
し
た
が
ふ
よ
そ
ほ
ひ
な
る
べ
し
。
是
を
舞
と
云
。（『
花
鏡
』）

こ
の
箇
所
は
舞
の
方
法
を
五
つ
に
分
類
し
た
「
五
智
」
で
、
そ
の
中
の
一
つ
の
「
舞
智
」
か
ら
舞
の
「
か
か
り
」
の
性
質
を
考
え

る
。
引
用
か
ら
「
舞
智
」
と
は
、
手
足
を
使
わ
ず
、
姿
の
「
か
か
り
」
だ
け
を
舞
の
主
体
に
す
る
方
法
と
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

舞
の
「
か
か
り
」
を
手
足
を
中
心
と
し
た
身
体
の
動
き
や
見
た
目
に
で
は
な
く
、
そ
の
姿
に
何
か
内
側
か
ら
あ
ら
わ
れ
出
て
い
る

〈
よ
さ
〉
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
時
、
こ
こ
の
「
か
か
り
」
は
、「
舞
を
舞
い
止
む
隙
、
音
曲
を
謡
ひ
止
む
所
、
そ

の
外
、
言
葉
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
る
品
々
の
隙
々
に
、
心
を
捨
て
ず
し
て
、
用
心
を
持
つ
内
心
也
。
此
内
心
の
感
、
外
に
匂
ひ
て

面
白
き
な
り
」（『
花
鏡
』）
に
あ
る
よ
う
な
「
匂
ひ
」
と
言
い
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
見
な
し
う
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
引
用

か
ら
も
了
解
で
き
よ
う
。

女
体
の
能
姿
。
風
体
を
飾
り
て
書
く
べ
し
。
是
、
こ
と
に
舞
歌
の
本
風
た
り
。
其
内
に
於
き
て
、
上
々
の
風
体
あ
る
べ
し
。
あ

る
ひ
は
女
御
・
更
衣
、
葵
・
夕
顔
・
浮
舟
な
ど
と
申
た
る
貴
人
の
女
体
、
気
高
き
風
姿
の
、
世
の
常
な
ら
ぬ
か
ゝ
り
・
よ
そ
を

い
を
、
心
得
て
書
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
音
曲
・
よ
し
か
ゝ
り
を
も
、
よ
く

心
得
て
、
道
の
者
の
曲
舞
音
曲
な
ど
の
や
う
に

は
あ
る
ま
じ
き
也
。
長
け
た
る
か
ゝ
り
の
、
美
し
く
て
、
幽
玄
無
上
の
位
、
曲
も
妙
声
、
振
り
・
風
情
も
此
上
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
少
し
も
不
足
に
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。（『
三
道
』）

こ
の
傍
線
部
で
は
、「
気
高
」
さ
が
あ
ら
わ
れ
出
て
い
る
シ
テ
の
姿
を
「
世
の
常
な
ら
ぬ
か
ゝ
り
・
よ
そ
を
ひ
」
と
し
て
い
る
。
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こ
こ
の
「
よ
そ
を
い
」
と
は
、「
世
の
常
な
ら
ぬ
」
ほ
ど
の
「
気
高
」
さ
と
い
う
〈
よ
さ
〉
が
、
シ
テ
の
内
側
か
ら
あ
ら
わ
れ
出

た
も
の
と
し
て
の
「
か
ゝ
り
」
を
伴
っ
た
姿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
か
ゝ
り
」
も
ま
た
、「
匂
ひ
」
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
点
線
部
か
ら
は
「
か
か
り
」
の
次
の
性
質
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
舞
の
「
か
か
り
」
は
音
曲
と
の
「
相

応
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
、
と
言
う
性
質
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
音
曲
と
舞
は
、『
花
鏡
』
に
「
舞
は
、
音
声
よ
り
出
で
ず
ば
感

あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
声
の
匂
ひ
よ
り
舞
へ
移
る
堺
に
て
、
妙
力
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。
そ

れ
故
、
舞
は
そ
れ
だ
け
で
舞
え
る
も
の
で
は
な
く
、
音
曲
が
あ
っ
て
こ
そ
舞
う
こ
と
が
で
き
る
。
点
線
部
も
そ
の
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
く
ら
「
気
高
き
風
姿
」、「
世
の
常
な
ら
ぬ
か
ゝ
り
・
よ
そ
を
い
」
と
な
る
よ
う
な
演
目
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
ま
ず
音
曲
に
「
よ
し
か
ゝ
り
」
が
な
け
れ
ば
、
演
能
は
「
曲
舞
音
曲
」
程
度
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
逆
に
、
そ
の
よ

う
な
演
目
が
あ
り
、
さ
ら
に
音
曲
に
お
け
る
「
長
け
た
る
か
ゝ
り
の
、
美
し
く
て
、
幽
玄
無
上
の
位
、
曲
も
妙
声
」
で
あ
れ
ば
、

そ
の
音
曲
に
「
相
応
」
す
る
舞
の
「
振
り
・
風
情
」、
さ
ら
に
は
演
能
そ
の
も
の
が
最
上
の
も
の
と
な
る
可
能
性
が
最
も
高
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
（
9

）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
舞
の
「
か
か
り
」
は
、「
よ
し
か
ゝ
り
」
と
な
る
要
素
を
有
す
る

音
曲
と
の
「
相
応
」
に
よ
り
生
じ
う
る
、
と
言
う
性
質
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
（
10
）
。

2

舞
の
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き

そ
れ
で
は
次
に
、
舞
の
「
か
か
り
」
へ
と
考
察
を
移
そ
う
。

万
事
か
ゝ
り
也
。
か
ゝ
り
も
な
き
や
う
の
風
情
も
、
又
其
か
ゝ
り
に
て
面
白
し
。
か
ゝ
り
だ
に
よ
け
れ
ば
、
悪
き
こ
と
は
さ
し

て
見
へ
ず
。
美
し
け
れ
ば
、
手
の
足
ら
ぬ
も
苦
し
か
ら
ぬ
也
。
悪
く
て
手
の
細
か
成
は
、
な
か

悪
く
見
ゆ
る
也
。（『
談



13

世阿弥の能楽論における「見風」（宮本　郷史）

儀
』）

世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
風
情
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
〈
所
作
〉
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
引
用
で
も
、
そ
の
意
で
使
用
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
こ
の
引
用
箇
所
は
舞
に
関
す
る
言
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
そ
の
舞
に
対
し
て
世
阿
弥
は

「
万
事
か
ゝ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
先
の
音
曲
で
の
「
た
ゞ
か
ゝ
り
也
」
と
同
様
、
舞
で
重
要
な
の
も
ま
た
、「
か
か
り
」

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
音
曲
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
舞
に
「
か
か
り
」
さ
え
あ
れ
ば
、
舞
に
お
け
る
負
の
部
分

を
正
の
も
の
に
転
化
し
見
所
の
心
に
印
象
づ
け
る
、
と
い
う
は
た
ら
き
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、「
万
事
か
ゝ
り
」
と
い
う
く
ら
い
な
ら
、
当
然
、
舞
の
「
か
か
り
」
も
世
阿
弥
の
目
指
す
能
に
欠
か
せ
な
い
「
幽
玄
」

と
の
関
係
は
密
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
の
が
次
の
一
節
で
あ
る
。

舞
は
、
よ
く

習
ひ
て
、
人
な
い
の
か
ゝ
り
美
し
く
て
、
静
か
な
る
よ
そ
ほ
ひ
に
て
、
見
所
面
白
く
ば
、
こ
れ
、
舞
の
幽
玄

に
て
あ
る
べ
し
。
又
、
物
ま
ね
に
は
、
三
体
の
姿
か
ゝ
り
美
し
く
ば
、
是
、
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。
又
、
怒
れ
る
よ
そ
ほ
ひ
、

鬼
人
な
ど
に
な
り
て
、
身
な
り
を
ば
少
し
力
動
に
持
つ
と
も
、
又
美
し
き
か
ゝ
り
を
忘
れ
ず
し
て
、
動
十
分
心
、
又
、
強
身
動

宥
足
踏
を
心
に
か
け
て
、
人
な
い
美
し
く
ば
、
是
、
鬼
の
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。（『
花
鏡
』）

こ
こ
を
見
る
と
、「
舞
」、「
物
ま
ね
」
に
お
け
る
「
か
か
り
」
は
、「
舞
」
や
「
物
ま
ね
」
そ
の
も
の
を
「
幽
玄
」
へ
と
導
く
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
は
た
ら
き
の
効
力
を
、
こ
こ
で
「
鬼
」
と
い
う
最
も
「
幽
玄
」
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
「
物
ま
ね
」

を
取
り
上
げ
て
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
の
よ
う
な
「
鬼
」
に
さ
え
も
「
か
か
り
」
を
あ
ら
し
め
、
同
時
に
そ
れ
が
美
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し
く
あ
れ
ば
「
鬼
の
幽
玄
」
も
実
現
可
能
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

姿
を
よ
く
見
す
る
は
心
な
り
。
心
と
い
う
は
、
こ
の
理
を
能
々
分
け
て
、
言
葉
の
幽
玄
な
ら
ん
た
め
に
は
歌
道
を
習
ひ
、
姿
の

幽
玄
な
ら
ん
た
め
に
は
、
尋
常
な
る
仕
立
の
風
体
を
習
ひ
、
一
切
、
こ
と
ご
と
く
、
物
ま
ね
は
変
る
と
も
、
美
し
く
見
ゆ
る
一

か
ゝ
り
を
持
つ
事
、
幽
玄
の
種
と
知
る
べ
し
。（『
花
鏡
』）

こ
の
よ
う
に
、
舞
の
「
か
か
り
」
は
「
幽
玄
の
種
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
「
物
ま
ね
」
の
姿
に
「
美
し
く
見
ゆ
る
一

か
ゝ
り
」
が
自
ず
と
あ
ら
わ
れ
出
る
シ
テ
は
、
理
想
的
な
シ
テ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
シ
テ
は
、「
幽
玄
」

と
「
花
」
の
関
連
性
を
踏
ま
え
る
と
、
必
然
的
に
高
い
芸
位
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
上
果
と
申
は
、
姿
か
ゝ
り
の
美
し
き
也
。
た
ゞ
返
々
、
身
な
り
を
心
得
て
た
し
な
む
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
極
め

て
は
、

二
曲
を
初
め
て
、
品
々
の
物
ま
ね
に
至
る
ま
で
、
姿
美
し
く
ば
、
い
づ
れ
も
上
果
な
る
べ
し
。
姿
悪
く
ば
、
い
づ
れ
も
俗
な
る

べ
し
。
見
る
姿
の
数
々
、
聞
く
姿
の
数
々
の
、
お
し
な
め
て
美
し
か
ら
ん
を
以
て
、
幽
玄
と
知
る
べ
し
。
こ
の
理
を
我
と
工
夫

し
て
、
其
主
に
な
り
入
る
を
、
幽
玄
の
堺
に
入
る
者
と
は
申
也
。
此
品
々
を
工
夫
も
せ
ず
、
ま
し
て
そ
れ
に
も
な
ら
で
、
た
ゞ

幽
玄
な
ら
ん
と
ば
か
り
思
は
ゞ
、
生
涯
、
幽
玄
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。（『
花
鏡
』）

こ
の
よ
う
に
、「
美
し
く
見
ゆ
る
一
か
ゝ
り
」
を
姿
に
装
う
こ
と
が
で
き
、「
主
に
な
り
入
る
」
ほ
ど
の
態
と
し
て
そ
れ
を
身
に
つ

け
た
と
き
、
そ
の
シ
テ
は
「
上
果
」
と
い
う
べ
き
位
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
位
の
シ
テ
こ
そ
天
下
に
お
け
る
「
名
を
得
る
上
手
」
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（『
花
鏡
』）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
舞
の
「
か
か
り
」
の
は
た
ら
き
は
、
世
阿
弥
の
考
え
る
舞
の
あ
り
方
を
具
現
化
さ
せ
、
さ
ら
に

演
能
を
「
幽
玄
」
へ
と
導
く
、
す
な
わ
ち
「
花
」
を
咲
か
せ
る
、
と
い
う
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。

3

「
か
か
り
」
と
「
便
り
」

冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
考
え
る
演
能
の
中
で
「
幽
玄
」
は
と
り
わ
け
重
要
で
、
能
楽
論
に
お
け
る
態
や
工
夫
へ

の
言
及
は
、
常
に
「
幽
玄
」
が
念
頭
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
と
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、

「
か
か
り
」
は
様
々
な
工
夫
の
中
で
も
優
れ
て
「
幽
玄
」
と
親
密
な
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
引
用
か
ら
も
容
易
に
了
解
で
き

よ
う
。

然
ば
、
能
の
風
曲
、
古
体
・
当
世
、
時
々
変
る
べ
き
か
な
れ
共
、
昔
よ
り
、
天
下
に
名
望
他
に
異
な
る
達
人
は
、
其
風
体
、
い

づ
れ
も

幽
玄
の
懸
を
得
た
り
。（『
三
道
』）

世
阿
弥
の
理
想
と
す
る
シ
テ
に
と
っ
て
、
音
曲
と
舞
の
両
方
に
お
い
て
「
幽
玄
の
懸
」
と
な
る
態
を
持
つ
こ
と
は
必
須
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
を
備
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
達
人
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
か
か
り
」
と
い
う
態
、
あ
る
い
は
工
夫
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
演
能
の
「
幽
玄
」、
ま
た
は
「
花
」
を
咲
か
す
た
め
の
最
も
中
心
的
な
は
た
ら
き
に
加
え
て
、
よ
り

根
本
的
な
は
た
ら
き
を
強
く
意
識
さ
れ
て
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
見
る
た
め
、【
は
じ
め
に
】
で
も
引
い
た
箇
所
で
あ

る
が
、
再
度
引
く
。
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よ
き
能
と
申
は
、
本
説
正
し
く
、
め
づ
ら
し
き
風
体
に
て
、
詰
め
所
あ
り
て
、
か
ゝ
り
幽
玄
な
ら
ん
を
、
第
一
と
す
べ
し
。
風

体
は
め
づ
ら
し
か
ら
ね
ど
も
、
わ
づ
ら
は
し
く
も
な
く
、
直
に
下
り
た
る
が
、
面
白
き
所
あ
ら
ん
を
、
第
二
と
す
べ
し
。
こ
れ

は
、
お
ほ
よ
そ
の
定
め
な
り
。
た
ゞ
、
能
は
、
一
風
情
、
上
手
の
手
に
か
ゝ
り
、
便
り
だ
に
あ
ら
ば
、
面
白
か
る
べ
し
。（『
花

伝
』）

「
か
か
り
」
の
根
本
的
は
た
ら
き
は
、
ま
さ
に
傍
線
部
の
「
便
り
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
能
楽
論
で
語
ら
れ
る
様
々
な
態

や
工
夫
は
、
す
べ
て
こ
の
「
便
り
」、
す
な
わ
ち
見
所
を
舞
台
へ
引
き
込
み
、
没
入
さ
せ
る
た
め
の
〈
き
っ
か
け
〉
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
か
か
り
」
は
、
音
曲
と
舞
の
両
方
で
殊
に
重
視
さ
れ
る
態
で
あ
り
工
夫
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、

当
然
そ
の
「
か
か
り
」
に
も
〈
き
っ
か
け
〉
と
言
う
は
た
ら
き
は
含
意
さ
れ
て
、
し
か
も
と
り
わ
け
重
要
な
〈
き
っ
か
け
〉
と
し

て
み
な
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
か
か
り
」
を
風
趣
等
の
よ
う
な
用
語
で
は
な
く
、「
か
か
り
」
と
し
て
使
い
続
け
た
理
由
が

明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
意
味
内
容
と
し
て
は
風
趣
等
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
作
用
で
あ
る
〈
き
っ
か
け
〉
と

い
う
側
面
を
彼
自
身
の
中
で
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
。
座
を
運
営
し
取
り

仕
切
る
立
場
に
あ
っ
た
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
観
客
を
ど
う
舞
台
へ
引
き
込
み
、
そ
の
当
座
に
ど
の
よ
う
に
「
花
」
を
咲
か
せ
る
か

と
い
う
こ
と
が
常
な
る
課
題
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
演
能
に
お
い
て
重
視
し
た
態
で
あ
り
工
夫
で
あ
る
「
か
か
り
」
に
、
観
客
を
引

き
込
む
た
め
の
、
あ
る
い
は
「
花
」
を
咲
か
せ
る
た
め
の
〈
き
っ
か
け
〉
と
い
う
側
面
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
風
趣
等
の
表
現
で
は
な
く
「
か
か
り
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
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四

「
見
風
」

1

「
見
風
」
の
性
質

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
「
見
風
」
に
つ
い
て
一
考
を
加
え
た
い
。【
は
じ
め
に
】
で
も
示
し
た
「
懸
と
名
付
る
見
風
」
に
あ
る

「
見
風
」
を
こ
こ
で
見
た
上
で
、「
か
か
り
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

「
見
風
」
は
、「
見
」
が
視
覚
的
な
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
舞
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
は
瞭
然
で
あ
る
。
で
は
具
体

的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。

是
は
、
力
を
体
に
し
て
は
た
ら
く
風
な
れ
ば
、
品
あ
る
べ
か
ら
ず
。
心
も
鬼
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
い
か
つ
の
見
風
に
て
、
面
白

き
よ
そ
ほ
ひ
少
な
し
。（『
二
曲
三
体
人
形
図
』
力
動
風
）

力
動
風
と
は
、
力
強
く
、
あ
る
い
は
荒
々
し
い
所
作
を
す
る
鬼
の
よ
う
な
物
ま
ね
を
言
う
。
そ
の
よ
う
な
物
ま
ね
を
目
に
し
た
見

所
は
、
い
か
め
し
い
様
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
見
風
」
と
は
、
見
所
が
シ
テ
の
姿
か
ら
感
受
す
る
何

ら
か
の
印
象
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
、〈
よ
さ
〉
を
含
意
し
て
い
る
。

抑
、
幼
く
て
面
白
と
見
る
所
の
、
年
行
き
て
不
足
に
な
る
事
を
、
猶
々
不
審
を
尽
く
し
て
見
る
に
、
少
年
の
時
の
当
芸
の
態
に
、

物
ま
ね
・
物
数
を
得
ぬ
れ
ば
、
即
座
の
見
風
目
を
驚
か
し
て
、「
早
、
く
せ
物
」
と
見
る
所
に
、
や
が
て
上
手
と
見
る
也
。
是

は
、
其
時
分
斗
の
花
姿
の
見
風
に
て
、
後
に
は
断
絶
す
べ
き
理
多
し
。
先
、「
幼
く
て
物
数
を
得
た
る
達
風
、
く
せ
者
哉
」
と
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見
る
所
、
一
。
童
形
の
幽
姿
の
花
風
、
一
。
若
声
の
音
感
、
一
な
り
。（『
遊
楽
習
道
風
見
』）

「
花
姿
」
は
確
か
に
「
時
分
の
花
」（
11

）

と
し
て
の
姿
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
〈
よ
さ
〉
や
魅
力
を
含
ん
で
い
る
。
そ

の
た
め
、
姿
の
「
幽
玄
」
は
「
花
」
を
持
っ
た
「
見
風
」、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
「
花
姿
の
見
風
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、「
見
風
」
と
は
、
シ
テ
の
姿
か
ら
見
所
が
受
け
取
る
〈
よ
さ
〉
や
魅
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
あ
る
「
風
」
と
は
、

そ
の
見
所
が
受
け
取
る
〈
よ
さ
〉
や
魅
力
を
姿
に
現
れ
出
さ
せ
る
シ
テ
の
作
用
で
あ
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

「
見
風
」
に
は
次
の
よ
う
な
性
質
も
存
在
し
て
い
る
。

妙
と
は
「
た
へ
な
り
」
と
な
り
。「
た
へ
な
る
」
と
云
ぱ
、
形
な
き
姿
也
。
形
な
き
所
、
妙
体
也
。（
中
略
）
し
か
れ
共
、
又
、

生
得
、
初
心
よ
り
も
こ
の
妙
体
の
お
も
か
げ
の
あ
る
事
も
あ
り
。
そ
の
為
手
は
知
ら
ね
ど
も
、
目
利
の
見
出
だ
す
見
所
に
あ
る

べ
し
。
た
ゞ
大
か
た
の
見
物
衆
の
見
所
に
は
、「
な
に
と
や
ら
ん
面
白
き
」
と
見
る
見
風
あ
る
べ
し
。（『
花
鏡
』）

通
常
の
人
は
シ
テ
の
姿
に
具
体
的
で
明
確
な
も
の
は
見
出
せ
ず
、
単
に
「
な
ん
と
や
ら
ん
面
白
き
」
魅
力
と
し
て
し
か
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、「
目
利
」
が
見
れ
ば
「
見
出
し
」
う
る
「
見
所
（
み
ど
こ
ろ
）」
が
、「
形
な
き
」
も
の
と
し
て
姿

に
あ
ら
わ
れ
出
る
と
い
う
性
質
も
「
見
風
」
は
備
え
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、「
只
自
レ

体
見
風
ニ

匂
也
」（『
至
花
道
』）
と
関
連
づ
け
れ
ば
、「
見
風
」
は
「
匂
ひ
」
と
言
い
換
え
可
能

な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
匂
ひ
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
見
風
」
も
シ
テ
の
姿
と
い
う
視
覚
的
な
部
分
を
通
し

て
、
自
ず
か
ら
不
可
視
な
〈
よ
さ
〉
が
内
か
ら
あ
ら
わ
れ
出
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
見
風
」
の
理
論
的
裏
付
け



19

世阿弥の能楽論における「見風」（宮本　郷史）

は
、「
自
レ

体
」
と
も
あ
る
よ
う
な
体
用
論
で
あ
る
。
体
用
は
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
あ
り
、
体
は
本
体
、
用
は
本
体
の
作
用
、
あ

る
い
は
そ
の
作
用
と
し
て
の
現
象
で
、
そ
れ
を
借
用
し
な
が
ら
『
至
花
道
』
に
て
自
ら
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。

能
に
体
・
用
の
事
を
知
る
べ
し
。
体
は
花
、
用
は
匂
の
ご
と
し
。
又
は
月
と
影
と
の
ご
と
し
。
体
を
よ
く

心
得
た
ら
ば
、

用
も
お
の
づ
か
ら
あ
る
べ
し
。
抑
、
能
を
見
る
事
、
知
る
物
は
心
に
て
見
、
知
ら
ざ
る
は
目
に
て
見
る
也
。
心
に
て
見
る
所
は

体
也
。
目
に
て
見
る
所
は
用
也
。（『
至
花
道
』）

世
阿
弥
の
体
用
と
は
、
花
や
月
の
よ
う
に
シ
テ
に
核
と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
用
と
し
て
の
匂
い
や
影
と
い
う
も

の
が
「
お
の
づ
か
ら
」
生
じ
る
、
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
体
に
よ
り
用
が
「
お
の
づ
か
ら
」
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
用
は
体
に
起
因
す
る
と
い
う
関
係
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り

用
が
用
と
し
て
だ
け
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
体
が
存
在
し
て
こ
そ
用
は
「
お
の
づ
か
ら
」
生
ず
る
。
例
え
ば
既
述
し
た
音
曲

と
舞
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
論
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
舞
は
舞
だ
け
で
舞
え
ず
、
音
曲
の
存
在
、
そ
し
て
そ
の
連
関
か
ら

舞
は
生
じ
得
る
と
い
う
こ
と
が
、「
音
曲
は
体
な
り
、
風
情
は
用
な
り
」（『
花
伝
』）
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
よ

う
。で

は
そ
の
体
用
論
を
使
っ
て
「
見
風
」
の
何
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
一
つ
目
。

体
は
、「
稽
古
と
は
、
音
曲
・
舞
・
は
た
ら
き
・
物
ま
ね
、
か
や
う
の
品
々
を
極
む
る
形
木
也
」（『
花
伝
』）
と
あ
る
よ
う
な
、
演

者
が
稽
古
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
べ
き
型
、
す
な
わ
ち
「
形
木
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
用
は
、
そ
の
「
形
木
」
の
十
分
な
習

得
に
よ
っ
て
、
本
番
の
舞
台
で
の
姿
や
謡
に
「
お
の
づ
か
ら
」
あ
ら
わ
れ
出
る
〈
よ
さ
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
よ
さ
〉
や
魅
力
に
つ
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い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
外
の
風
曲
の
品
々
は
、
み
な
、
こ
の
二
曲
三
体
よ
り
を
の
づ
か
ら
出
来
る
用
風
を
、
自
然
自
然
に
待
べ
し
。
神
さ
び
閑
全
な

る
よ
そ
を
ひ
は
、
老
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
幽
玄
み
や
び
た
る
よ
し
か
ゝ
り
は
、
女
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
身
動
足
踏
の
生
曲

は
、
軍
体
の
用
風
よ
り
出
で
て
、
意
中
の
景
、
を
の
れ
と
見
風
に
あ
ら
は
る
べ
し
。（『
至
花
道
』）

世
阿
弥
に
と
っ
て
、
能
の
体
と
し
て
の
「
形
木
」
は
傍
線
部
に
あ
る
「
二
曲
三
体
」（
12
）

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
の
作
用
に
よ

っ
て
シ
テ
の
姿
に
「
出
来
る
」〈
よ
さ
〉
や
魅
力
を
、
こ
こ
で
は
「
用
風
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
用
風
」
と
、
個
々
の
演
目
理

解
や
そ
の
想
い
抱
く
像
が
絡
み
合
い
な
が
ら
、
シ
テ
の
内
面
、
す
な
わ
ち
「
意
中
の
景
」
が
、
シ
テ
の
姿
と
い
う
外
面
に
「
見
風
」

と
し
て
「
を
の
れ
と
」「
あ
ら
は
る
」。
し
た
が
っ
て
、「
形
木
」
が
因
と
な
る
こ
と
で
「
用
風
」、
あ
る
い
は
「
見
風
」
は
「
を
の

れ
と
」「
あ
ら
は
る
」
の
で
あ
る
。

ま
た
二
つ
目
に
は
、
音
曲
が
体
、「
見
風
」
が
そ
の
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

陰
陽
和
合
す
る
と
者
、
自
然
、
座
式
の
、
天
気
陰
気
な
ん
ど
に
て
、
物
さ
び
た
る
気
色
な
ら
ば
、
陰
気
ぞ
と
心
得
て
、
陽
声
・

永
曲
を
相
音
に
休
息
し
て
、
音
感
を
な
す
と
こ
ろ
、
是
、
一
座
成
就
の
感
応
也
。
其
感
応
よ
り
見
風
に
匂
ふ
体
風
、「
爰
、
面

白
」
と
見
る
数
人
感
応
也
。
如
レ

此
、
曲
感
を
和
す
る
成
就
を
や
、
出
来
る
時
分
と
申
べ
き
。（『
拾
玉
得
花
』
以
下
『
得
花
』）

こ
こ
で
い
う
「
感
応
」
と
は
、
音
曲
で
の
演
者
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
、
見
所
は
「
感
」
を
催
し
舞
台
へ
没
入
す
る
形
で
呼
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応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
感
応
」
が
当
座
で
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
体
と
な
る
音
曲
の
〈
よ
さ
〉、
す
な
わ
ち
「
体
風
」

が
、
そ
れ
に
起
因
す
る
形
で
「
見
風
」
と
い
う
見
た
目
の
所
に
ま
で
も
、
自
然
と
「
匂
ひ
」
と
し
て
「
出
来
る
」
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
用
と
し
て
の
「
見
風
」
や
「
匂
ひ
」
と
い
う
、
見
所
は
も
と
よ
り
、
シ
テ
自
身
も
思
い
が
け
な
い
面
白
さ
に
見
所
は

喜
び
楽
し
む
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
世
阿
弥
は
体
用
論
を
基
に
し
て
、
姿
に
お
け
る
「
匂
ひ
」
と
も
換
言
可
能
な
「
見
風
」
に
〈
よ
さ
〉

や
魅
力
が
「
を
の
づ
か
ら
」、「
を
の
れ
と
」
あ
ら
わ
れ
出
て
く
る
性
質
を
、
そ
こ
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

「
見
風
」
の
は
た
ら
き

次
に
、「
見
風
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
一
節
で
端
的
に
説
か
れ
て
い
る
。

女
な
ん
ど
は
、
し
と
や
か
に
、
人
目
を
忍
ぶ
も
の
な
れ
ば
、
見
風
に
さ
の
み
見
所
な
き
に
、
物
狂
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
舞
を
舞
い
、

歌
を
謡
い
て
狂
言
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
み
や
び
た
る
女
姿
に
、
花
を
散
ら
し
、
色
香
を
ほ
ど
こ
す
見
風
、
是
又
な
に
よ
り
も
面

白
き
風
姿
な
り
。（『
得
花
』）

「
女
姿
」
に
工
夫
を
施
し
た
と
き
の
「
見
風
」
に
は
よ
り
一
層
の
面
白
さ
が
生
じ
、
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
た
だ
の
女
の
姿
が

「
風
姿
」
と
な
る
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
「
風
姿
」
は
、〈
よ
さ
〉
や
魅
力
を
備
え
た
姿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
見
風
」
の
は
た
ら

き
は
、
姿
に
〈
よ
さ
〉
や
魅
力
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
、
姿
は
「
面
白
き
風
姿
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
そ
の
作
用
に
よ
り
見
所
は
、
当
然
な
が
ら
舞
台
へ
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。



22

学習院大学人文科学論集ⅩⅧ（2009）

成
就
と
は
「
成
り
就
く
」
也
。
然
ば
、
当
道
に
お
い
て
は
、
是
も
面
白
き
心
か
と
見
え
た
り
。
こ
の
成
就
、
序
破
急
に
当
り
。

故
如
何
と
な
れ
ば
、「
成
り
就
く
」
は
落
居
な
り
。
落
居
な
く
て
は
、
心
々
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
。
見
風
成
就
す
る
、
面
白
切

也
。
序
破
急
流
連
は
成
就
也
。（『
得
花
』）

こ
の
よ
う
に
「
見
風
」
は
、
見
所
の
心
に
面
白
さ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
「
見
風
」
と
し
て
「
成
就
」
す
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、「
見
風
」
の
は
た
ら
き
は
、
見
所
の
心
に
「
面
白
」
と
「
感
」
を
催
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
演
能

の
「
成
就
」、
つ
ま
り
「
花
」
を
咲
か
す
こ
と
に
も
直
接
関
与
す
る
。

「
見
風
」
に
、
こ
の
よ
う
な
「
花
」
へ
と
直
接
的
に
つ
な
が
る
は
た
ら
き
が
あ
る
の
な
ら
、「
か
か
り
」
同
様
、「
幽
玄
」
を
内

実
と
す
る
「
花
」
へ
と
向
か
う
は
た
ら
き
も
兼
ね
備
え
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

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
祟
り
、
夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
、
浮
舟
の
憑
物
な

ど
と
て
、
見
風
の
便
り
あ
る
幽
花
の
種
、
逢
ひ
が
た
き
風
得
也
。（『
三
道
』）

六
条
御
息
所
や
夕
顔
な
ど
が
持
つ
、
魅
力
と
し
て
の
「
見
風
」
は
、「
幽
花
の
種
」、
つ
ま
り
「
花
」
の
「
幽
玄
」
と
な
る
「
種
」

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
や
は
り
「
見
風
」
は
、
世
阿
弥
の
志
向
す
る
演
能
の
「
幽
玄
」
へ
と
導
く
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
「
見
風
」
が
演
能
の
「
幽
玄
」
に
と
っ
て
大
い
な
る
役
割
を
担
い
、「
花
」
が
咲
く
こ
と
へ
と
直
結
す
る
は
た
ら
き
を
備

え
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
引
用
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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開
眼
者
、
其
能
一
番
の
内
に
、
見
風
感
応
の
成
就
の
眼
を
あ
ら
は
す
在
所
あ
る
べ
し
。
舞
動
風
体
の
間
に
、
即
座
一
同
の
妙
感

を
な
す
所
な
り
。
是
は
為
手
の
感
力
の
出
風
な
り
。（『
三
道
』）

こ
の
「
開
眼
」
は
「
開
聞
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
用
語
で
、
演
目
の
中
に
舞
の
見
せ
場
を
作
る
必
要
性
を
説
く
た
め
の
用
語
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
舞
に
お
け
る
「
感
応
の
成
就
」
を
得
る
た
め
に
、
た
だ
の
舞
や
姿
に
お
い
て
で
は
な
く
「
見
風
」
に
こ
そ
見
せ

場
を
作
る
べ
き
だ
と
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、「
見
風
」
で
な
け
れ
ば
、「
妙
感
」
と
い
う
、
世
阿
弥
が
理
想
と
し
た
「
花
」（
13

）

を

「
即
座
」
に
咲
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
所
に
と
っ
て
「
見
風
」
こ
そ
、
舞
台
へ
没
入
す
る
た
め
の

舞
に
お
け
る
重
要
な
〈
き
っ
か
け
〉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

3

「
聞
風
」

と
こ
ろ
で
、「
か
か
り
」
は
音
曲
と
舞
と
の
両
方
の
「
か
か
り
」
が
あ
っ
た
。
で
は
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
音
曲
の
「
見
風
」

も
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
音
曲
に
関
す
る
「
風
」
は
存
在
す
る
。
世
阿
弥
は
「
〜
風
」
と
い
う
語
を

幾
種
類
も
造
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
風
」
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
音
曲
に
関
し
て
も
存
在
す
る
。

拍
子
に
引
か
る
ゝ
に
よ
つ
て
、
所
々
訛
る
声
あ
り
。
訛
れ
ど
も
、
一
か
ゝ
り
に
聞
え
て
、
面
白
き
風
聞
あ
り
。
是
、
拍
子
の
面

白
き
性
根
の
交
る
に
よ
り
て
、
少
し
訛
る
所
も
、
一
体
の
か
ゝ
り
に
聞
ゆ
る
な
り
。
是
を
曲
舞
が
か
り
の
風
聞
と
す
。（『
音
曲

口
伝
』）
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句
移
り
と
は
、
七
五

の
声
が
か
り
の
続
く
聞
風
也
。
文
字
移
り
と
は
、
こ
と
に
韻
よ
り
後
句
に
移
る
堺
也
。（『
曲
付
次
第
』）

傍
線
の
「
風
聞
」
は
、『
日
本
思
想
大
系
　
世
阿
弥
　
禅
竹
』
で
の
底
本
で
は
「
聞
風
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
14
）
、「
風
聞
」
は
点

線
の
「
聞
風
」
と
同
じ
意
味
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
風
」
に
お
け
る
用
語
の
中
に
は
音
曲
に
関
す
る
も
の
は
あ

る
。
し
か
し
、
使
用
頻
度
を
比
較
す
る
と
、
舞
に
関
す
る
「
見
風
」
に
対
し
て
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
「
か
か
り
」

に
つ
い
て
は
、
舞
よ
り
音
曲
の
方
で
極
端
に
多
く
使
用
さ
れ
る
（
14
）
。

こ
の
意
図
的
と
も
思
わ
れ
る
「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
の
使
い
分
け
の
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
、

結
論
に
移
り
た
い
。

五
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
と
は
た
ら
き
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
本
稿

の
目
的
で
あ
る
、「
見
風
」
を
世
阿
弥
の
能
楽
論
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
三
点
が
言
え
る
。
一
点
目
、
両
者
は

ほ
ぼ
同
様
の
性
質
、
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
る
。
二
点
目
、「
見
風
」
は
舞
だ
け
に
関
す
る
用
語
だ
が
、「
風
」
と
い
う
観
点
で
見

れ
ば
「
聞
風
」
な
ど
の
音
曲
に
関
す
る
用
語
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
か
か
り
」
に
お
い
て
も
「
風
」
に
お
い
て
も
、
音
曲
、

舞
の
両
方
に
使
わ
れ
て
い
る
。
三
点
目
は
二
点
目
で
「
か
か
り
」
も
「
風
」
も
音
曲
、
舞
と
両
方
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と

し
た
が
、
し
か
し
傾
向
と
し
て
見
る
と
、
音
曲
に
は
「
か
か
り
」、
舞
に
は
「
見
風
」
と
い
う
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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で
は
、
世
阿
弥
は
な
ぜ
「
か
か
り
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
見
風
」
と
い
う
語
を
造
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ

る
。
一
つ
は
、「
か
か
り
」
は
も
と
も
と
和
歌
・
連
歌
論
用
語
で
あ
り
、
詠
吟
に
よ
る
音
の
響
き
の
〈
よ
さ
〉
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
造
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
舞
と
い
う
身
体
表
現
に
お
け
る
も
の
に
対
し
て
、「
見
風
」
と
い
う

用
語
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
す
る
理
由
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
世
阿
弥
は
能
の
特
徴
的
要
素
を
音
曲
よ
り
も

舞
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
特
徴
を
伝
書
を
読
む
者
に
対
し
て
明
確
に
伝
え
る
た
め
に
「
見
風
」
は
造
ら
れ
た
。
そ
う
言
い
う
る
理

由
は
、「
当
道
の
感
用
は
、
諸
人
見
風
の
哀
見
を
以
て
道
と
す
」（『
得
花
』）
と
い
う
箇
所
と
も
考
え
合
わ
せ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
引
用
は
、
観
客
も
含
め
た
愛
好
家
達
が
能
を
賞
翫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
座
は
存
続
可
能
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ

ば
座
の
経
営
者
的
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
見
風
」
か
ら
世
阿
弥
の
能
の
特
徴
づ
け
を
見
い
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
「
見
風
」
は
舞
姿
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
舞
歌
二
曲
の
態
を
な
さ
ざ
ら
ん
人
体
の
種
な
ら
ば
、
い
か
な
る
古

人
・
名
匠
な
り
と
も
、
遊
楽
の
見
風
あ
る
べ
か
ら
ず
」（『
三
道
』）
の
、「
遊
楽
の
見
風
」
と
言
う
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
能
の
姿
に

お
け
る
「
見
風
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
能
の
姿
と
は
、
音
曲
と
舞
の
両
要
素
を
含
み
込
ん
で
の
、
そ
の
全
体
の
姿
、
つ
ま
り
「
遊

楽
」
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
「
遊
楽
」
の
姿
と
も
言
わ
ず
、
あ
え
て
「
遊
楽
の
見
風
」
と
し
て
い
る
所
に
世
阿
弥
が
考
え
る
能
の

能
ら
し
さ
と
い
う
特
徴
的
要
素
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
遊
楽
の
見
風
」
た
ら
し
め
る
第
一
義
的
な
要
素
こ
そ
、

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
演
者
の
舞
姿
に
よ
る
「
見
風
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
か
か
り
」
と
区
別
す
る
用
語
が

生
ま
れ
、
そ
の
「
見
風
」
に
、
能
の
〈
よ
さ
〉
と
し
て
の
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
込
め
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
能
の
特
徴
を
音
曲
よ
り
舞
で
あ
る
と
し
て
も
、
音
曲
と
舞
の
関
係
は
、
本
来
的
に
は
本
論
で
見
た
よ
う
に
相
即
不
離
で

あ
る
。「
舞
は
音
声
よ
り
出
で
ず
ば
感
あ
る
べ
か
ら
ず
」（『
花
鏡
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
舞
は
音
曲
に
乗
じ
て
舞
わ
な
け
れ
ば
、
見

所
に
「
感
」
を
催
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
演
能
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
舞
に
音
曲
は
必
要
不
可
欠
な
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も
の
と
し
て
あ
る
。
む
し
ろ
、
音
曲
と
調
和
で
き
な
け
れ
ば
、
能
の
特
徴
は
発
揮
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
世
阿
弥
の
中
で
は
、

両
者
が
揃
う
こ
と
で
能
は
成
立
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
演
能
の
成
立
の
最
低
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
が
同
じ
性
質
・
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
あ
り
よ
う
は
異
な
る
と
い

う
点
で
区
別
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
は
、
能
の
二
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
音
曲
と
舞
を
舞
台
上
で
は
一
つ
に
重
ね

合
わ
せ
る
た
め
に
も
区
別
し
て
説
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
最
後
に
、「
か
か
り
」
と
「
見
風
」
の
関
係
か
ら
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
見
風
」
の
位
置
づ
け
を
行
い
た
い
。

そ
の
両
者
の
関
係
か
ら
、
能
楽
論
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
担
う
「
か
か
り
」
か
ら
、
い
わ
ば
分
節
し
て
造
ら
れ
た
よ
う
な
「
見

風
」
こ
そ
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
の
核
で
あ
り
、
彼
の
思
想
の
核
心
へ
と
迫
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
結
論
と
し

た
い
。
ま
た
『
花
伝
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
風
」
の
造
語
が
そ
れ
以
降
に
現
れ
始
め
る
こ
と
か
ら
、
思
想
的
な
変
化
の
象
徴

と
し
て
「
風
」
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
世
阿
弥
が
能
楽
論
で
一
貫
し
て
追
及
し
た
「
花
」
や
「
幽
玄
」
を
捉
え
直

す
こ
と
は
、
新
た
な
世
阿
弥
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
可
能
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
こ
と
で
、『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿
花
伝
』
へ
と
変
更
が
行
わ
れ
た
（
16
）

真
相
に
、
思
想
的
に
迫
れ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
姿
が
「
風
姿
」
と
な
る
構
造
も
解
明
で
き
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、「
風
」
の
観
点
か
ら
能
楽
論
に
お
け
る
姿
に
注
目
し
、「
風
姿
」
の
構
造

を
考
察
す
る
こ
と
、
ま
た
同
じ
く
そ
の
観
点
か
ら
、「
花
」
と
『
九
位
』
の
「
性
花
・
用
花
」
と
の
関
連
性
も
解
明
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
日
本
思
想
史
上
に
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
気
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
世
阿
弥
の
「
風
」
で

あ
る
た
め
、
そ
の
関
連
性
を
解
き
明
か
す
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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付
　
記

世
阿
弥
に
関
す
る
引
用
は
全
て
『
日
本
思
想
大
系
二
四
　
世
阿
弥
　
禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

注
（
1
）

能
勢
朝
次
「「
か
か
り
」
の
芸
術
的
性
格
」（『
能
勢
朝
次
著
作
集
第
一
巻
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
五
）、
富
山
泰
雄
の
「
世
阿
弥

に
お
け
る
「
か
か
り
」
の
構
造
」
上
下
（『
芸
能
史
研
究
』
一
〇
七
―
一
〇
八
、
一
九
八
九
―
一
九
九
〇
）
が
「
か
か
り
」
を
扱
っ

た
論
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）
『
連
歌
論
集
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
）。

（
3
）

同
右
。

（
4
）

福
田
秀
一
「
世
阿
弥
と
良
基
」（『
藝
能
史
研
究
』
第
十
号
、
一
九
六
五
）、
百
瀬
今
朝
雄
「
二
条
良
基
書
状
―
世
阿
弥
の
少
年
期

を
語
る
」（『
立
正
史
学
』
第
六
十
四
号
、
一
九
八
八
）。

（
5
）

能
勢
朝
次
「「
か
か
り
」
の
芸
術
的
性
格
」（
前
出
）
参
照
。

（
6
）

歌
の
姿
と
言
え
ば
、
藤
原
公
任
が
『
新
撰
髄
脳
』
の
「
歌
は
心
ふ
か
く
姿
き
よ
げ
に
、
心
に
お
か
し
き
所
あ
る
を
、
す
ぐ
れ
た
り

と
い
ふ
べ
し
」
で
姿
に
注
目
し
た
所
か
ら
、
以
降
、
歌
の
姿
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
姿
と
は
、
歌
を
構
成
す
る
心
と
詞
が
調
和
す
る

形
で
、
そ
の
詠
吟
に
お
け
る
声
の
響
き
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
そ
の
歌
の
姿
と
音
曲
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
。

（
7
）
「
出
来
る
」
に
関
し
て
、
新
川
哲
雄
『「
生
き
た
る
も
の
」
の
思
想
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
）
二
五
、
二
六
頁
参
照
。

（
8
）
「
犬
王
は
、
上
三
花
に
て
、
つ
ゐ
に
中
上
に
だ
に
落
ち
ず
。
中
・
下
を
知
ら
ざ
り
し
者
也
。
音
曲
は
中
上
斗
歟
」（『
談
儀
』）。

（
9
）

点
線
部
の
「
長
け
た
る
か
ゝ
り
」
を
筆
者
は
能
の
「
か
か
り
」
と
解
釈
し
た
。『
日
本
思
想
大
系
』
の
頭
注
で
は
「
風
趣
に
富
む

舞
台
姿
」
と
あ
り
、
能
勢
朝
次
の
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
）、
西
尾
実
の
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
歌

論
集
　
能
楽
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）
で
も
、
シ
テ
の
姿
の
「
か
か
り
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
曲
も
妙
声
、
振
り
・

風
情
」
の
二
曲
、
す
な
わ
ち
能
の
二
つ
の
構
成
要
素
に
よ
り
「
長
け
た
る
か
ゝ
り
の
、
美
し
く
て
、
幽
玄
無
上
の
位
」
の
能
が
成
立

す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
長
け
た
る
か
ゝ
り
」
は
能
の
「
か
か
り
」
と
解
釈
す
る
。
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（
10
）
「
一
さ
い
の
事
に
、
相
応
な
く
ば
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
」「
こ
の
数
々
相
応
す
る
所
に
て
、
諸
人
一
同
の
感
を
な
す
也
」（『
花

伝
』）。

（
11
）
「
花
は
、
見
る
人
の
心
に
め
づ
ら
し
き
が
花
」（『
花
伝
』）
で
あ
る
が
、「
時
分
の
花
」
は
「
ま
こ
と
の
花
」
と
対
で
使
わ
れ
る
。

そ
の
「
ま
こ
と
の
花
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
花
の
公
案
な
か
ら
ん
為
手
は
、
上
手
に
て
は
通
る
と
も
、
花

は
後
ま
で
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
公
案
を
極
め
た
ら
ん
上
手
は
、
た
と
へ
能
は
下
る
と
も
、
花
は
残
る
べ
し
。
花
だ
に
残
ら
ば
、
面

白
き
所
は
一
期
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
ま
こ
と
の
花
の
残
り
た
る
為
手
に
は
、
い
か
な
る
若
き
為
手
な
り
と
も
、
勝
つ
事
は
あ
る
ま

じ
き
也
」（『
花
伝
』）。
つ
ま
り
、「
ま
こ
と
の
花
」
を
持
つ
シ
テ
は
、
生
涯
、
舞
台
で
演
ず
る
限
り
「
花
」
を
咲
か
せ
ら
れ
る
の
に

対
し
て
、「
時
分
の
花
」
の
シ
テ
は
、
あ
る
一
時
期
し
か
咲
か
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
12
）
「
二
曲
と
申
は
舞
歌
な
り
。
三
体
と
申
は
物
ま
ね
の
人
体
也
。（
中
略
）
老
体
・
女
体
・
軍
体
、
是
三
也
」（『
至
花
道
』）。

（
13
）
『
九
位
』
で
芸
位
を
九
つ
に
区
分
し
、
最
上
位
を
「
妙
花
風
」
と
し
た
。
そ
こ
に
は
「
妙
と
云
ぱ
、
言
語
道
断
、
心
行
所
滅
な
り
。

（
中
略
）
当
道
の
堪
能
の
幽
風
、
褒
美
も
及
ば
ず
、
無
心
の
感
、
無
位
の
位
風
の
離
見
こ
そ
、
妙
花
に
や
有
べ
き
」
と
あ
る
よ
う
な
、

「
妙
花
」
を
「
花
」
の
中
で
も
目
指
す
べ
き
最
高
の
「
花
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

（
14
）

こ
こ
は
別
本
で
の
補
訂
に
よ
り
、「
風
聞
」
と
さ
れ
て
お
り
、
底
本
で
は
「
聞
風
」。

（
15
）

世
阿
弥
の
全
能
楽
論
の
中
で
も
「
聞
風
」
は
五
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
音
曲
系
の
「
曲
風
」「
音
風
」「
歌
風
」「
声
風
」
な
ど
含

め
た
使
用
数
を
、「
見
風
」
と
比
べ
て
も
「
見
風
」
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
音
曲
系
の
「
風
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
舞
系
に
比
べ

て
乏
し
く
、
使
用
数
も
絶
対
的
に
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
か
か
り
」
の
方
は
、
富
山
泰
雄
の
「
世
阿
弥
に
お
け
る
「
か
か
り
」

の
構
造
」（
前
出
）
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
音
曲
系
の
「
か
か
り
」
の
用
例
数
は
一
二
一
に
対
し
て
、
非
音
曲
系
の
「
か
か
り
」
は
五

六
と
さ
れ
て
い
て
、
用
例
数
を
比
較
す
れ
ば
「
か
か
り
」
は
音
曲
に
関
し
て
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。

（
16
）
『
花
伝
』
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本
思
想
大
系
の
『
世
阿
弥
　
禅
竹
』
が
出
版
さ
れ
た
時
か
ら
、
そ
こ
で
も
見
解
を
述

べ
て
い
る
表
章
が
先
鋒
と
な
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
近
年
で
は
重
田
み
ち
「『
花
伝
』
成
立
の
初
期
の
経

緯
と
世
阿
弥
の
「
花
」」（『
能
　
研
究
と
評
論
』
第
二
十
一
号
、
一
九
九
六
）、「
初
期
三
書
か
ら
『
花
伝
』
へ
、『
花
伝
』
か
ら
『
風

姿
花
伝
』
へ
」（『
文
学
』
第
一
巻
・
第
六
号
、
二
〇
〇
〇
）、
竹
本
幹
夫
「『
花
伝
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
同
前
）
な
ど
の

研
究
が
あ
る
。
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Kenpu in Zeami’s Theory of Noh:

In Relationship with Kakari

MIYAMOTO, Satoshi

The aim of this thesis is to place Kenpu as a primal foundation when observing ideas of Zeami.

Kakari, the terminology Zeami frequently refers, has been considered one of the most crucial concept in Zeami’s theo-

ry of Noh in the past Zeami study. By letting Kakari happen in the performance of Noh, Hana, the accomplishment of

Noh Plays which was Zeami’s lifetime pursuit, was drawn the closest. Kakari is also the most fundamental element of

ideal Hana. It’s impossible to look into Zeami’s ideas without recognizing this concept.

On this thesis, we are to discuss Kenpu, which is remarked as important as Kakari, by treating Kakari as a keystone.

This is a vital procedure since terminologies were rated equally essential. Kakari is referred as Ongyoku (auditory aspect

of Noh), Kenpu as Mai (Visual aspect of Noh) and they were precicely told apart.

In “Shikado”, Zeami discusses Kenpu as the element eligible for naming Karkari. Details of these two terminology has

so many characteristics and effects in common. Moreover, Kenpu is the phase as substantial as Kakari to let Hana hap-

pen. There’s no doubt abut the fact that he differentiated two. The question of why and how Zeami used these two words

naturally occurs next. There are two reasons to be explained. Firstly, Kakari was the terminology in the theory of Renga.

He meant to establish Kakari in Mai. Secondary, he had been searching for the terminology which can contain similar

characteristics and effects Kakari has in Renga context.

From those ovservations above, we could conclude that centering Kenpu in the theory of Noh will take us deeper into

Zeami’s ideas. By re-assembling various concepts in the theory of Noh from the viewpoint of Kenpu in consideration, we
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） will be able to capture Zeami profile from very interesting angle.

（ 人 文 科 学 研 究 科 哲 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ）


