
Ⅰ　

は
じ
め
に

「
浄
瑠
璃
」
の
問
題
領
域
は
、
舞
台
芸
能
と
し
て
の
操
芝
居
に
限
ら
な
い
。
そ

の
濫
觴
以
来
、
浄
瑠
璃
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
く
庶
民
の
娯
楽
に
供

さ
れ
、
彼
ら
の
感
受
性
や
思
考
様
式
を
方
向
付
け
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
つ
に

及
ん
だ
。
本
論
の
主
た
る
関
心
は
そ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
の
文
化
的
意
義
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
近
世
期
に
至
っ
て
本
格
化
し
た
出
版
文
化
と

の
交
渉
は
注
目
に
値
す
る
。

と
い
っ
て
も
、
本
論
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
問
い
は
、
既
に
多
く
の

実
証
的
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
浄
瑠
璃
本
の
出
版
・
書
肆
研
究
の
分
野
に
直

接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
以
下
の
議
論
で
探
究
す
る
の

は
、「
版
木
に
刻
ま
れ
た
浄
瑠
璃
の
詞テ
キ
ス
ト章

と
、
そ
の
詞
章
を
読
む
語
り
手
た
ち
」

お
が
わ
す
み
と
：
国
語
科
教
諭

「
読
む
」
芸
能
と
し
て
の
浄
瑠
璃

　
　
　
　
　

─
加
賀
掾
芸
論
へ
の
一
視
点

小
川　

澄
人

Sum
ito O

GAW
A

と
い
う
、
出
版
文
化
の
成
熟
を
前
提
と
し
た
す
ぐ
れ
て
近
世
的
な
関
係
の
成
立

が
、
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
内
部
に
い
か
な
る
変
化
を
呼
び
起
こ
し
た
の
か
と

い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
前
提
に
、
本
論
は
宇
治
加
賀
掾
の
浄
瑠
璃
芸
論
を
再
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
廣
末
保
の
テ
ク
ス
ト
を
糸
口
に
、
浄
瑠
璃
が
近
世

芸
能
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
過
程
で
、
文
字
の
文
化
に
特
徴
的
な
発
想
を
獲
得

し
て
い
く
有
様
を
概
観
す
る
。
次
い
で
、
加
賀
掾
を
は
じ
め
草
創
期
の
語
り
手

た
ち
の
言
説
を
検
討
し
な
が
ら
、
浄
瑠
璃
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、

後
述
す
る
よ
う
な
「
読
む
」
芸
能
と
し
て
構
築
し
て
い
っ
た
側
面
に
光
を
あ
て

て
み
た
い
。

�

論

文

書

評

実

践

行

報
事

告

紀
行
文

論

評
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Ⅱ　
「
読
む
」
芸
能
と
し
て
の
浄
瑠
璃-

節

１　

近
世
浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
語
り
」
の
変
容

近
松
門
左
衛
門
の
芸
論
に
関
す
る
、
あ
る
示
唆
に
富
ん
だ
エ
ッ
セ
イ
の
中

で
、
廣
末
保
は
、
口
承
文
芸
か
ら
の
脱
却
と
い
う
視
点
か
ら
近
松
浄
瑠
璃
の
特

異
性
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る� �

1
�

。

近
松
は
「
語
り
も
の
」
の
こ
と
ば
を
か
い
た

0

0

0

。
か
く
と
い
う
行
為
を
通

し
て
こ
と
ば
と
出
会
う
、

─
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
か
い
た
。
オ
ー
ラ

ル
な
発
想
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
「
語
り
も
の
」
の
こ
と
ば
と
、

そ
れ
は
ち
が
う
。
語
り
手
が
、
も
し
く
は
作
者
が
、
こ
と
ば
と
出
会
っ
て

い
く
そ
の
出
会
い
か
た
が
、
同
じ
く
「
語
り
も
の
」
と
い
う
に
し
て
も
、

ち
が
う
。

操
り
人
形
や
三
味
線
と
は
異
な
っ
た
、
固
有
の
来
歴
を
も
つ
芸
能
と
し
て
の

浄
瑠
璃-

節
は
、
そ
の
淵
源
を
中
世
の
「
語
り
物
」
に
も
つ
と
さ
れ
る
。
御
曹

司
義
経
の
悲
恋
を
描
い
た
『
浄
瑠
璃
御
前
物
語
』
が
そ
れ
だ
が
、
そ
の
芸
態
や

担
い
手
た
ち
の
正
確
な
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
そ
れ
が
、
三
河
国
矢
矧
地
方
の
伝
説
を
母
体
と
し
て
お
り
、
当
時

の
東
海
道
筋
を
渡
り
歩
い
て
い
た
漂
白
の
語
り
手
た
ち
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
た

�
�
�
廣
末
保
「
語
り
も
の
演
劇
と
こ
と
ば
─
近
松
の
芸
論
に
ふ
れ
な
が
ら
」�『
廣
末

保
著
作
集　

第
二
巻
』、
影
書
房
、
一
九
九
八
・
九
�

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
平
曲
や
説
教
節
の
担
い
手

と
同
様
に
、
そ
う
し
た
語
り
手
た
ち
の
多
く
は
盲
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
文
字
テ

キ
ス
ト
に
頼
ら
な
い
口
頭
伝
承
の
様
式
に
よ
っ
て
物
語
の
詞
章
を
保
存
し
、
語

り
伝
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
語
り
物
」
の
言
葉
は
、
反
省
的
な
言
説
的
言
語
に

よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
言
葉
と
は
本
来
的
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

語
り
手
の
主
体
や
自
意
識
よ
り
も
、
む
し
ろ
共
同
体
の
記
憶
に
親
近
性
を
も
っ

た
、
未
分
化
な
情
念
の
表
出
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
近
松
の
浄
瑠
璃
は
、
そ

の
よ
う
な
「
語
り
物
」
の
言
葉
で
は
既
に
な
い
、
と
廣
末
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら

近
松
は
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
自
覚
的
に
選
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
声
の
世
界
に
属
す
る
「
語
り
物
」
の
言
葉
を
文
字
に
よ
っ
て
書
き

記
す
と
い
う
こ
と
に
は
、
た
ん
に
話
さ
れ
た
言
葉
を
紙
の
上
に
定
着
す
る
と
い

う
こ
と
以
上
の
意
味
が
あ
る� �

2
�

。
い
ま
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
書
く

と
い
う
行
為
は
言
葉
を
視
覚
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言
葉
を

身
体
か
ら
切
り
離
し
て
客
観
的
な
対
象
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
浄
瑠
璃
の
詞
章
は
文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
相
当
に
古
く
か
ら
享
受
さ
れ

て
お
り
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
書
き
記
し
た
の
は
近
松
が
始
め
て
と
い
う
わ
け
で

は
な
い� �

�
�

。
し
か
し
、
廣
末
が
注
意
を
促
し
て
い
る
の
は
、
近
松
の
場
合
、「
書

く
」
と
い
う
行
為
が
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
構
想
す
る
際
の
根
幹
を
形
作
っ
て
お

�
�
�
Ｗ
─Ｊ
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』�
桜
井
直
文
ほ
か
訳
、
藤
原
書

店
、
一
九
九
一
・
一
〇
�

�
�
�『
言
経
卿
記
』�
天
正
十
六
〈
一
五
八
八
〉
年
九
月
一
日
付
の
記
事
に
は
、「
上
る

り
の
本
」
の
貸
し
借
り
に
関
す
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。



「読む」芸能としての浄瑠璃�

り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
こ
と
ば

0

0

0

と
肉
体
の
乖
離
」
を
経
な
く
て
は
、
も
は
や

民
衆
の
心
を
摑
む
芸
能
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
近
松
が
厳
し
く
自
覚
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、「
語
り
物
」
の
詞
章
が
書
き
記
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
事
態
は
、

浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
内
部
に
少
な
か
ら
ぬ
変
化
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ

た
。
廣
末
は
、
そ
う
し
た
変
化
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

近
松
は
浄
る
り
と
い
う
語
り
も
の
の
こ
と
ば
を
、
語
り
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
語
り
も
の
を
語
る

0

0

と
い
う
と
き
の
、
そ
の
語
り

0

0

の
意
味
の
変
化
と

な
っ
て
、
ま
た
、
聞
く

0

0

の
意
味
の
変
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
オ
ー
ラ

ル
な
こ
と
ば
を
語
り
聞
く
と
き
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
は

よ
む

0

0

と
い
う
享
受
の
仕
方
を
さ
え
許
容
す
る
。

廣
末
の
見
方
に
従
え
ば
、
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
内
部
で
は
、
浄
瑠
璃
の
詞

章
か
ら
口
頭
性
が
失
わ
れ
た
た
め
に
、「
語
る
」「
聞
く
」
な
ど
と
い
っ
た
行
為

の
も
つ
意
味
＝
価
値
が
変
質
す
る
。
詞
章
を
受
け
取
る
側
か
ら
す
る
と
、
書
物

の
形
で
「
よ
む
と
い
う
享
受
の
仕
方
」
も
次
第
に
可
能
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
の
関
心
に
お
い
て
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
廣
末
が

「
語
り
の
意
味
の
変
化
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

太
夫
の
語
り
も
ま
た
、
伝
統
的
な
語
り
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
契
機
を

含
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
ば
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
太
夫
の

語
り
は
、
か
か
れ
た
こ
と
ば
に
、
語
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
出
会
う
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
出
会
い
を
通
し
て
、
語
り
手
と
し
て

の
肉
体
が
蘇
生
さ
せ
ら
れ
、
自
身
語
り
出
す
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
こ
と
ば

を
語
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
か
か
れ
た
こ
と
ば
に
、
語
る
と
い
う
行
為
を
通

し
て
出
会
う
」
と
い
う
、
近
世
期
の
語
り
手
た
ち
に
求
め
ら
れ
た
風
変
わ
り
な

振
る
舞
い
で
あ
る
。
そ
の
内
実
を
問
う
こ
と
が
以
下
の
作
業
の
具
体
的
な
課
題

と
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
前
に
、
こ
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
整

理
し
て
み
た
い
。

わ
れ
わ
れ
が
文
字
テ
キ
ス
ト
と
の
間
に
取
り
結
ぶ
広
範
な
関
わ
り
合
い
を

「
読
書
」
と
総
称
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
文
化
的
実
践

�pratique�culturelle

�
の
一
つ
で
あ
る
こ
の
読
書
行
為
に
は
、
歴
史
的
・
社

会
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
複
数
の
形
態
を
想
定
で
き
る
こ
と
が
、
ロ
ジ
ェ
・
シ

ャ
ル
チ
エ
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る� �

�
�

。
と
す
れ
ば
、「
か
か
れ
た
こ
と
ば

に
、
語
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
出
会
う
」
と
い
う
振
る
舞
い
も
、
一
つ
の
特

殊
な
「
読
む
」
行
為
と
看
做
し
た
と
こ
ろ
で
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

浄
瑠
璃
の
詞
章
を
「
読
む
」
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
詞
章
を
受
け
取
る
側
だ
け

で
は
な
い
。
語
り
手
の
側
も
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
何
ら
か
の
形
で
自
ら
の

�
�
�
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
編
『
書
物
か
ら
読
書
へ
』�
水
林
章
ら
訳
、
み
す
ず
書

房
、
一
九
九
二
・
五
�
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芸
の
中
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
の
基
本
的
な
立
場
は
、
こ
の
「
読
む
」
と
い
う
行
為
が
、
近
世
芸
能
と

し
て
の
浄
瑠
璃

─
と
り
わ
け
加
賀
掾
以
降
の
浄
瑠
璃
の
芸
態
を
構
成
す
る
大

き
な
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

２　
「
読
む
」
芸
能
と
し
て
の
浄
瑠
璃
‐
節

こ
れ
ま
で
、
口
頭
性
の
縮
小
が
浄
瑠
璃
に
も
た
ら
し
た
質
的
な
変
化
を
、
廣

末
の
叙
述
に
よ
っ
て
み
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
廣
末
の
議
論
を
大
ま
か

な
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
い
ま
少
し
具
体
的
な
検
証
を
お
こ
な

っ
て
み
た
い
。

徳
川
幕
府
は
、
結
果
的
に
、
二
世
紀
上
に
渡
る
安
定
し
た

─
少
な
く
と
も

大
規
模
な
戦
乱
の
な
い

─
政
治
秩
序
の
形
成
に
成
功
し
た
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
そ
う
し
た
制
度
的
な
安
定
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
数
々
の
周
到
な

努
力
が
入
用
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
努
力
は
時
と
し
て
、
民
衆
の
活
き
活
き
と
し

た
生
を
、
機
械
化
の
原
理
へ
と
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
注

が
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、「
文
字
」
が
人
々
の
意
識
に
浮
上
し
て
く
る
。
な
る
ほ
ど
文

字
は
知
識
の
道
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
支
配
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の

か
も
し
れ
な
い� �

�
�

。
徳
川
幕
府
は
、
支
配
層
と
民
衆
の
知
的
な
格
差
を
巧
妙
に
組

�
�
�
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
「
文
字
の
教
授
」�『
悲
し
き
熱
帯
』、
川
田
順
三
訳
、
中

公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
・
五
�

織
化
し
、
専
制
の
維
持
に
利
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
十

七
世
紀
に
は
、
広
く
人
々
に
文
字
知
識
の
必
要
を
迫
る
よ
う
な
、「
せ
ち
が
ら
い

世
の
中� �

�
�

」
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

文
学
史
上
の
「
近
世
」
を
特
徴
付
け
る
出
版
の
本
格
化
も
、
こ
う
し
た
動
向

に
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
寛
永
年
間
を
境
に
、
主
た
る
メ
デ
ィ
ア
が

古
活
字
版
か
ら
板
版
に
交
代
す
る
こ
と
で
、
近
世
の
出
版
は
商
業
出
版
へ
の
道

筋
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
京
都
を
中
心
と
す
る
初
期
の
出
版
に
あ
っ
て
、

文
芸
な
い
し
芸
能
に
類
す
る
書
物
の
刊
行
は
主
流
と
は
い
え
な
い
が
、『
徒
然

草
』
や
『
伊
勢
物
語
』
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
本
文
や
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た

こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
こ
れ
ら
は
古
活
字
版
に
よ
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
い
た

が
、
整
版
本
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、

一
面
で
は
「
日
本
古
典
の
解
放
の
進
展� �

�
�

」
を
意
味
し
は
す
る
が
、
他
面
で
は
「
文

字
」
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
閉
じ
ら
れ
た
本
文
へ
の

欲
求
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
も
「
正し
ょ
う
ほ
ん本
」
を
も
つ
に
至
る� �

�
�

。「
正
本
」
と

は
、
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
、
床ゆ
か
ほ
ん本
に
基
づ
い
て
正
し
く
写
し

取
り
書
物
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
友
千
代
治
は
浄
瑠
璃
正
本
の
性

格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る� �

�
�

。

�
�
�
塚
本
学
『
生
き
る
こ
と
の
近
世
史
』�
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
・
八
�

�
�
�
今
田
洋
三
『
江
戸
の
本
屋
さ
ん
』�
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
七
・
一
〇
�

�
�
�
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
製
本
版
の
浄
瑠
璃
正
本
は
、
寛
永
二
�
一
六
二
五
�
年

開
版
・
丹
緑
本
中
形
横
本
五
段
曲
『
た
か
だ
ち
』
が
最
古
。

�
�
�
長
友
千
代
治
「
浄
瑠
璃
本
の
受
容
と
供
給
」�『
近
世
上
方
浄
瑠
璃
本
出
版
の
研
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板
行
本
す
な
わ
ち
整
版
印
刷
本
は
、
大
量
生
産
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で

な
く
、
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
経
た
統
一
的
な
教
科
書
と
し
て
の
役

割
を
は
た
し
、
そ
の
こ
と
で
作
者
や
太
夫
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
な

り
、
ま
た
刊
行
す
る
浄
瑠
璃
本
屋
も
専
門
本
屋
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し

た
。

こ
の
よ
う
な
「
正
本
」
の
登
場
が
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
が
孕
ん
で
い
た
口
頭
性

に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
寛
永
期

を
境
に
、
文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
浄
瑠
璃
詞
章
が
、
次
第
に
存
在
感
を
増
し

て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
語
り
物
」
の
詞
章
が
「
正
本
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
う
え

で
、
兵
藤
裕
己
の
平
曲
論
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
実
例
を
提
供
し
て
く
れ
る� �
��
�

。

兵
藤
の
一
貫
し
た
主
張
は
、『
平
家
物
語
』
と
は
本
来
「
語
り
」
な
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
「
語
り
」
に
先
行
す
る
〈
書
か
れ
た
〉
テ
キ
ス
ト
は
、
あ
く
ま
で
相

対
的
な
意
義
し
か
も
ち
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
元
和
七
�
一
六
二
一
�
年
に
『
平
家
物
語
』
の
流
布
本
が
板
行
さ
れ
る

と
、『
平
家
物
語
』
を
語
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
、「〈
書
か
れ
た
〉
テ
キ
ス
ト
と

し
て
の
平
家
物
語
を
口
演
す
る
」
行
為
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、

と
兵
藤
は
指
摘
し
て
い
る
。

究
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
・
三
�

�
10
�
兵
藤
裕
己
「
物
語
・
語
り
物
と
テ
ク
ス
ト
」�『
物
語
・
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
・
共
同

体
』、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
二
・
三
�

「〈
書
か
れ
た
〉
テ
キ
ス
ト
」
を
自
明
と
看
做
す
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
浄
瑠

璃
に
関
す
る
記
事
に
も
同
様
に
見
出
さ
れ
る
。

情こ
こ
ろ

中う
ち

に
動
き
、
言
こ
と
ば

外ほ
か

に
形あ
ら
わる

、
是
を
号
て
歌
と
い
う
。
情
こ
こ
ろ

物も
の

に
転
じ
、

言こ
と
ば

品し
な

を
分
つ
、
是
を
号
て
浄
瑠
璃
と
い
う
。
…
…
此
道
を
嗜
ん
に
は
、
第

一
に
字じ

読よ
み

を
覚
え
、
文
句
の
意こ
こ
ろを
弁
え
、
貴
賎
老
若
の
位
を
定
め
、
序
破

急
を
わ
け
、
拍
子
を
能
と
る
べ
し
。

�『
音
曲
初
日
山
』
序　

寛
延
三
〈
一
七
五
〇
〉
年
頃
刊
�

夫
音
曲
は
情こ
こ
ろ心
の
美
な
り
。
依
っ
て
得
生
な
る
を
本
と
す
。
…
…
先
字

を
訓
て
文
句
の
意こ
こ
ろ味

を
さ
と
し
、
故
事
は
重
く
世
話
は
軽
く
貴
賎
老
若
の

詞
そ
れ
ぞ
れ
に
わ
か
た
ざ
れ
ば
、
た
と
い
声
い
つ
く
し
き
と
も
、
宛わ
ら
ん
べ

幼
童

の
笛ふ
え
ふ
く吹
に
ひ
と
し
か
る
べ
し
。

�『
音
曲
莠
大
全
』
序　

宝
暦
初
〈
一
七
五
一
～
〉
年
頃
刊
�

こ
こ
に
引
い
た
記
事
は
、
十
八
世
紀
半
ば
に
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
段
物
集
の

序
文
で
あ
る� �
��
�

。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
浄
瑠
璃
の
稽
古
を
行
う
に
あ

た
っ
て
は
、
先
ず
浄
瑠
璃
テ
キ
ス
ト
の
適
切
な
読
解
が
肝
要
だ
、
と
い
う
見
方

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
既
に
書
か
れ
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
前
提
と
し
た
浄

�
11
�
以
下
、
諸
家
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
現
代
当
行
の
仮
名
遣

い
と
漢
字
表
記
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
お
よ
び
送
り
仮
名
、
か
ぎ
括
弧
等
を
施
し

た
。
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瑠
璃
の
稽
古
論
に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
観
念
が
は
っ
き
り
と
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
十
八
世
紀
以
降
と

み
て
よ
い
が
、
浄
瑠
璃
が
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
る
芸
能
行
為
で
あ
る
と

い
う
理
解
は
、
さ
ら
に
早
い
頃
か
ら
認
め
ら
れ
る
。

通づ
う
に
ょ女

、
つ
と
め
の
身
に
て
、
学
問
す
べ
き
い
と
ま
は
な
く
、
お
り
ふ
し

ご
と
に
、
わ
ら
は
べ
の
む
か
し
む
か
し
か
た
る
や
う
に
書
き
つ
ら
ね
た
る

と
見
え
た
り
。
書
た
る
始
は
草
紙
な
り
し
を
、
瀧
野
勾
當
と
い
う
者
、
平

家
を
や
つ
し
て
、
是
に
節
を
つ
け
た
り
。

�『
色
道
大
鑑
』
八　

延
宝
六
〈
一
六
七
八
〉
年
�

先
ず
上
る
り
の
初
は
、
織
田
信
長
公
大
病
後
…
…
お
つ
う
は
、
能
書
文

者
な
れ
ば
、
何
ぞ
面
白
き
文
を
作
り
、
読
て
、
御
慰
に
入
る
べ
し
と
て
、

お
つ
う
辞
退
申
せ
ど
も
、
無
是
非
、
さ
ま
ざ
ま
思
案
し
、
義
経
、
し
や
な

王
殿
と
申
時
、
吾
妻
へ
下
り
給
う
に
、
矢
は
ぎ
の
長
者
娘
、
上
る
り
と
申

す
女
に
、
た
わ
む
れ
給
い
し
事
を
、
つ
づ
り
出
し
、
読
み
き
か
せ
申
す
。

こ
と
の
外
、
面
白
が
り
給
い
、
一
座
感
に
堪
う
る
計
な
り
。
後
素
読
ば
か

り
に
て
、
あ
き
給
ふ
。
城じ
ょ
う
げ
ん玄・

角か
く
い
ち都

申
は
、
是
に
ふ
し
付
て
、
う
た
い
候

は
ば
可
然
と
て
、
…
…

�『
八
十
翁
疇
昔
話
』
享
保
〈
一
七
一
六
─
一
七
三
五
〉
年
間
�

浄
瑠
璃
の
起
源
に
関
す
る
記
述
は
、
早
く
は
『
よ
だ
れ
か
け
』�
慶
安
元
〈
一

六
四
八
〉
年
�
や
『
東
海
道
名
所
記
』�
万
治
〈
一
六
八
五
～
〉
頃
�
に
見
ら
れ

る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
記
事
も
、
そ
う
し
た
江
戸
期
の
浄
瑠
璃
‐
起
源
譚
と
し

て
は
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
よ
く
知
ら
れ
た
記
事

を
通
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
の
事
実
関
係
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
書
か
れ
た
詞
章
に
曲
節
を
付
け
て
語
る
」
と
い

う
行
為
が
、
浄
瑠
璃
の
起
源

0

0

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
た
と
え
ば
『
声
曲
類
纂
』
の
よ
う
な
幕
末
に
刊

行
さ
れ
た
書
物
に
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
後
の
世
も
こ
れ
を
浄
瑠
璃
の
起
源
と

し
て
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
の
浄
瑠
璃
は
、
女
性
唱
道
者
や
盲
僧
な
ど
と

い
っ
た
漂
白
の
語
り
手
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
広
め
ら
れ
た
「
語
り
物
」
の
一
つ

で
あ
る
。
彼
ら
は
書
物
の
存
在
と
は
無
関
係
に
、
み
ず
か
ら
語
り
出
す
言
葉
の

よ
う
に
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
語
り
手
の
身
体
と
切
り
離
し
得
な

い
、
そ
れ
は
言
葉
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
近
世
」
と
い
う
新
た
な
時
代

が
は
じ
ま
り
、
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
の
口
頭
性
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。「
正
本
」

の
刊
行
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
浄
瑠
璃
詞
章
の
影
響
力
を
拡
大
さ
せ
、
詞
章

は
「
語
る
」
も
の
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
「
読
む
」
も
の
と
な
っ
た
。
転
換
期

の
語
り
手
た
ち
に
と
っ
て
、
浄
瑠
璃
が
「
読
む
」
芸
能
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。

Ⅲ　

加
賀
掾
芸
論
の
再
検
討

１　

宇
治
加
賀
掾
の
芸
論

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
と
は
「
書
か
れ
た
詞
章
に
曲
節
を
付
け
て
語
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る
」
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
の
仕
方
は
、
十
七
世
紀
に
は
す
で
に
受
け
入

れ
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
最
初
の
浄
瑠
璃

芸
論
が
宇
治
加
賀
掾
�
嘉
太
夫
、
一
六
三
五
─
一
七
一
一
�
に
よ
っ
て
記
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
、「
読
む
」
芸
能
と
し
て
の
浄
瑠
璃
と
い
う
視
座
か

ら
、
加
賀
掾
芸
論
の
再
検
討
を
試
み
た
い
。
た
だ
し
、「
芸
論
」
と
い
う
特
殊
な

文
体
の
性
質
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い� �
��
�

。
こ
こ
で
は
差

し
当
た
り
、
語
り
手
自
身
に
よ
る
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
の
省
察
、
と
い
っ
た
程
度

に
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

宇
治
加
賀
掾
は
、
延
宝
期
�
一
六
七
三
─
八
三
�
の
京
都
に
お
い
て
山
本
土

佐
掾
�
角
太
夫
�
と
競
合
し
、
一
世
を
風
靡
し
た
太
夫
で
あ
る
。
彼
は
盲
人
で

は
な
い
。
浄
瑠
璃
の
担
い
手
は
す
で
に
晴
眼
者
に
移
っ
て
い
た
。「
当
流
浄
瑠
璃

へ
の
橋
渡
し� �
��
�

」
と
し
て
加
賀
掾
の
果
た
し
た
役
割
は
多
岐
に
渡
る
が
、
彼
の
記

し
た
芸
論
と
の
関
わ
り
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
浄
瑠
璃
の
品
位

向
上
を
目
指
し
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
早
い
と
こ
ろ
で
若
月
保
治
が
こ
ん

な
ふ
う
に
述
べ
て
い
る� �
��
�

�
12
�
今
道
友
信
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
多
く
の
芸
道
の
秘
儀
の
伝
を
文
字

に
し
た
も
の
な
ど
を
見
れ
ば
、
ま
こ
と
正
直
に
言
え
ば
、
一
知
半
解
の
文
章
で
誤

字
や
当
て
字
も
あ
り
、
本
来
、
文
化
の
水
準
に
あ
り
え
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と

さ
え
疑
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
本
当
の
美
学
や
芸
術
哲
学
が
展
開
さ
れ
て

い
る
と
は
到
底
認
め
ら
れ
は
し
な
い
」�
今
道
友
信
「
芸
道
と
は
何
で
あ
る
か�

:�

解
釈
に
対
す
る
待
降
的
構
造
性
」『
日
本
の
美
学
』
二
八
、
一
九
九
八
・
一
二
�

�
1�
�
林
久
美
子
「
古
浄
瑠
璃
の
新
風
―
加
賀
掾
」�『
岩
波
講
座　

歌
舞
伎
・
文
楽　

浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
�

�
1�
�
若
月
保
治
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究　

二
巻
』�
桜
井
書
店
、
一
九
四
四
�

加
賀
掾
宇
治
嘉
太
夫
の
特
長
の
一
つ
は
、
彼
が
謡
曲
を
様
々
に
活
用

し
、
彼
に
よ
っ
て
、
気
品
あ
る
古
典
味
が
浄
瑠
璃
に
盛
込
ま
れ
た
点
に
あ

る
。

こ
こ
で
若
月
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
の
品
位
向
上
を
目
指
す

た
め
の
具
体
的
な
戦
略
と
し
て
、
加
賀
掾
が
謡
曲
を
活
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
同
時
代
人
で
あ
る
井
原
西
鶴
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
証
拠
立
て

る
よ
う
な
評
語
を
残
し
て
い
た� �
��
�

。

浄
瑠
璃
は
い
や
し
き
物
と
て
世
に
捨
草
の
種
な
る
を
、
宇
治
加
賀
掾
一

流
を
語
る
に
聞
く
に
、
万
事
の
吟
味
謡
に
か
わ
る
所
な
く
、
人
の
な
ぐ
さ

む
業
と
な
り
て
…
…

�『
小
竹
集
』
序　

貞
享
二
〈
一
六
八
五
〉
年
�

な
に
よ
り
、
加
賀
掾
じ
し
ん
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
、
彼
の
構
想
し
た
浄

瑠
璃
と
謡
曲
と
の
関
わ
り
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

浄
瑠
璃
に
師
匠
な
し
、
只
謡
を
親
と
心
得
べ
し
。

�『
竹
子
集
』
序　

延
宝
六
〈
一
六
七
八
〉
年
�

�
1�
��

本
論
文
に
お
け
る
浄
瑠
璃
芸
論
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
日
本
庶
民

文
化
史
料
集
成　

第
七　

人
形
浄
瑠
璃
』
版
�
三
一
書
房
、
一
九
七
五
・
一
〇
�
を

用
い
た
。
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と
こ
ろ
で
、
浄
瑠
璃
史
上
の
先
駆
的
な
芸
論
の
冒
頭
に
、
加
賀
掾
が
こ
う
書

き
記
し
た
こ
と
に
対
す
る
評
価
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
芳
し
く
な
い
。
そ
の
辺
り

の
事
情
を
説
明
す
る
前
に
、
こ
の
画
期
的
な
一
行
と
常
に
比
較
対
象
さ
れ
る
、

同
じ
く
エ
ポ
ッ
ク
な
一
行
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

わ
れ
ら
が
一
流
は
、
む
か
し
の
名
人
の
浄
瑠
璃
を
父
母
と
し
て
、
謡
舞

等
は
や
し
な
い
親
と
定
め
侍
る
。

�『
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
』
序　

貞
享
四
〈
一
六
八
七
〉
年
�

こ
れ
は
初
代
竹
本
義
太
夫
の
段
物
集
・
序
文
の
一
節
で
あ
る
。
す
で
に
先
学

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
一
節
が
加
賀
掾
の
テ
ー
ゼ
を
鋭
く
意
識
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
が
問
題

視
す
る
の
は
、
後
者
に
浄
瑠
璃
の
自
律
性
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
を
理

由
に
、
研
究
史
が
前
者
に
対
し
て
、
そ
の
前
座
的
な
評
価
し
か
与
え
て
こ
な
か

っ
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
加
賀
掾
が
中
世
の
伝
統
に
繋
が
る
こ
と
を
選
ん

だ
の
に
対
し
て
、
竹
本
義
太
夫
は
逆
に
浄
瑠
璃
を
能
の
桎
梏
か
ら
脱
却
さ
せ
よ

う
と
し
、
己
の
芸
術
の
独
自
性
を
強
調
す
る� �
��
�

」
と
い
っ
た
図
式
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
が
説
明
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
義
太
夫
が

「
浄
瑠
璃
を
父
母
と
し
」
と
言
い
得
た
の
は
、
ま
ず
加
賀
掾
が
「
謡
を
親
と
心
得

べ
し
」
と
言
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し

�
1�
��　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
浄
瑠
璃
に
お
け
る
芸
道
論
」�『
都
市
文
化
研
究
』
六
、

二
〇
〇
五
・
九
�

く
説
明
し
て
み
た
い
。

２　

浄
瑠
璃
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
問
い

加
賀
掾
が
目
指
し
た
浄
瑠
璃
の
「
品
位
向
上
」
と
は
、
い
か
な
る
内
実
を
有

し
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
も
う
一
度
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
浄
瑠
璃
は
人
々

─
教
養
あ
る
人
々
と
限
定
し
て
よ
い
の
だ

ろ
う
が

─
か
ら
賤
し
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

惣
じ
て
浄
瑠
璃
ほ
ど
下
輩
な
る
物
の
よ
う
に
人
に
い
や
し
ま
る
る
は
な

し
。
是
皆
み
づ
か
ら
芸
を
あ
さ
ま
に
し
な
し
た
る
ゆ
え
な
り
。
既
に
浄
る

り
を
能
く
語
り
得
て
は
、
か
た
じ
け
な
く
も
口
宣
を
い
た
だ
き
、
諸
国
の

受
領
に
任
ぜ
ら
る
。
い
づ
れ
の
音
曲
に
か
か
る
事
や
あ
る
。
し
か
る
を
、

さ
よ
う
の
心
得
も
な
く
、
又
四
音
四
機
の
く
ら
い
を
あ
り
と
も
な
し
と
も

し
ら
ず
、
た
だ
う
か
う
か
と
か
た
り
ち
ら
す
は
、
ね
ざ
し
し
ら
れ
浅
ま
し
。

�『
竹
子
集
』
序
�

加
賀
掾
は
い
う
。
な
に
し
ろ
浄
瑠
璃
ほ
ど
賤
し
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な

い
。
そ
れ
は
、「
四
音
四
機
の
く
ら
い
」
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず
、
勝
手
気
ま
ま

に
語
り
散
ら
す
連
中
が
多
い
か
ら
な
の
だ

─
。
こ
の
「
四
音
四
機
の
く
ら
い
」

A
ndreas Reglsberger
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は
、
郡
司
正
勝
氏
と
と
も
に
「
則
る
べ
き
一
定
の
方
式
原
理
」
と
理
解
し
て
お

く� �
��
�

。
加
賀
掾
が
こ
う
主
張
す
る
の
は
、
当
時
の
人
々
が
無
自
覚
に
過
ぎ
た
た
め

と
文
字
通
り
に
受
け
取
る
よ
り
も
、
そ
う
し
た
「
則
る
べ
き
一
定
の
方
式
原
理
」

が
、
未
だ
浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。謡

曲
は
、
浄
瑠
璃
に
は
な
い
「
一
定
の
方
式
原
理
」
を
も
っ
て
い
た
。
た
だ

し
、
そ
の
よ
う
な
原
理
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
謡
曲
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。

喜
太
夫
と
い
う
も
の
上
総
の
掾
に
な
り
て
、
太
平
記
を
か
た
る
。
そ
の

曲
節
、
平
家
と
も
舞
と
も
謡
と
も
知
れ
ぬ
、
嶋
者
な
り

�『
東
海
道
名
所
記
』
六　

万
治
元
〈
一
六
五
一
〉
年
頃
�

上
総
掾
に
な
っ
た
喜
太
夫
と
い
う
の
は
、
虎
屋
源
太
夫
の
門
弟
で
あ
っ
て
、

要
す
る
に
浄
瑠
璃
の
太
夫
で
あ
る
。
そ
の
喜
太
夫
が
浄
瑠
璃
で
『
太
平
記
』
を

語
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
曲
節
は
平
家
と
も
舞
と
も
謡
と
も
つ
か
ぬ
「
嶋
者
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。「
嶋
者
」
と
い
う
の
は
、
浄
瑠
璃
の
曲
節
が
出
所
の
分
ら
ぬ
怪

し
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
う
の
だ
ろ
う
。
江
戸
で
金
平
の
創
作

浄
瑠
璃
が
は
や
り
始
め
る
の
が
万
治
期
�
一
六
五
八
─
一
六
六
〇
�
で
あ
る
が
、

こ
の
頃
に
至
っ
て
も
浄
瑠
璃
は
未
だ
に
「
嶋
者
」
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

�
1�
��

郡
司
正
勝
「
浄
る
り
・
か
ぶ
き
の
芸
術
論
」�『
日
本
思
想
大
系　

近
世
芸
道

論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
�

平
家
・
舞
・
謡
の
三
者
に
は
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
に
は
な
い
も
の
。
そ
れ
は
、

一
個
の
芸
道
と
し
て
の
原
理
、
存
在
証
明

─
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
、
語
り
手
の
「
身
が
ま
へ
」
を
力
説
し
、
浄
瑠
璃
の

太
夫
が
「
諸
国
の
受
領
に
任
ぜ
ら
る
」
こ
と
を
殊
更
に
誇
っ
て
み
せ
る
加
賀
掾

の
行
き
方
は
、「
浄
瑠
璃
の
外
面
的
な
形
を
第
一
に
考
え
た� �
��
�

」
結
果
と
い
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
加
賀
掾
の
芸
論
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
浄
瑠
璃

の
外
面
的
な
放
埓
さ
も
、
確
固
た
る
芸
の
基
準
を
も
た
ぬ
が
ゆ
え
の
課
題
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
加
賀
掾
の
「
品
位
向
上
」
と
は
、
そ
う

し
た
「
嶋
者
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
浄
瑠
璃
に
、「
芸
道
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
附
与
し
て
い
く
作
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

平
曲
の
場
合

と
こ
ろ
で
、『
東
海
道
名
所
記
』
に
挙
げ
ら
れ
た
、
前
代
か
ら
続
く
伝
統
的
な

語
り
物

─
平
家
・
舞
・
謡
に
、
芸
道
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
見
出

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
そ

れ
を
詳
ら
か
に
す
る
用
意
は
な
い
の
だ
が
、
と
く
に
平
曲
に
限
っ
て
少
し
く
考

察
を
施
し
て
お
き
た
い
。
兵
藤
裕
己
は
、
先
に
言
及
し
た
平
曲
に
か
ん
す
る
論

文� �
��
�

の
な
か
で
、『
西
海
餘
滴
集
』
の
「
平
家
を
語
は
、
先
平
家
を
し
る
へ
し
」
な

�
1�
�
押
切
宝
子
「
宇
治
加
賀
掾
と
竹
本
筑
後
掾
の
芸
術
思
想
の
比
較
研
究
―
浄
瑠
璃

段
物
集
序
文
を
中
心
に
」�『
音
楽
学
』
三
七
、
一
九
九
一
�

�
1�
�
兵
藤
裕
己　

前
掲
論
文
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ど
と
い
っ
た
文
句
に
触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
り
は
そ
れ
じ
た
い
で
流
動
す
る
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
る
物
語
世
界

と
の
相
関
に
お
い
て
流
動
的
で
あ
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
平

家
物
語
の
ば
あ
い
、
語
り
の
あ
り
よ
う
を
一
義
的
に
規
制
し
う
る
「
抄
本
」

�
覚
一
本
�
が
定
着
す
る
前
史
的
部
分
に
は
、「
平
家
」
と
い
う
内
的
な
規

制
力
が
い
っ
ぽ
う
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

兵
藤
の
い
う
「
内
的
な
規
制
力
」
が
も
し
平
曲
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を

「
平
家
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
の
詞
章
は
、
情
報
伝
達
性
に
関
わ
る
「
意
味
」
の
言
葉
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
う
し
た
伝
達
可
能
性
と
は
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
、
行
為

遂
行
的
な
祝
祭
の
言
葉
で
も
あ
り
う
る
。
語
り
手
の
や
り
方
い
か
ん
で
は
、
詞

章
は
た
ん
な
る
物
語
内
容
の
伝
達
を
超
え
て
、
よ
り
直
接
的
な
体
験
を
指
し
示

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
た
「
意
味
」
と
し
て
の
言

葉
は
、
複
数
存
在
す
る
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
中
で
錯
綜
し
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
う
し
た
『
平
家
物
語
』
の
詞
章
そ
の
も
の
が
生
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の

た
だ
な
か
に
、
伝
達
不
可
能
な
何
か
が
確
か
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ

の
何
か
こ
そ
、『
平
家
物
語
』
の
「
内
的
な
規
制
力
」
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
他
な
ら
な
い
。
語
り
手
た
ち
は
、「
意
味
」
と
し
て
の
詞
章
の
向
こ
う
側

に
、
こ
う
し
た
『
平
家
物
語
』
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
常
に
望
見
し
つ
つ
、

生
成
の
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う
な
『
平
家
物
語
』
の
詞
章
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
分
節
的
言
語

に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
宗
教

的
な
信
念
に
由
来
す
る
何
も
の
か

0

0

0

0

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
曲
の
語
り
手
た
ち
が
、
長
い
時
間
を
か

け
て
、
そ
う
し
た
何
か

0

0

、
つ
ま
り
『
平
家
物
語
』
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、

確
か
に
育
ん
で
い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
、
平
曲
と
浄

瑠
璃
の
差
異
を
見
極
め
て
お
く
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。

４　

加
賀
掾
に
と
っ
て
「
謡
」
と
は
何
か

さ
て
、
一
個
の
芸
道
た
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
浄
瑠
璃
に
与
え
る
た
め

に
、
加
賀
掾
が
、
浄
瑠
璃
を
謡
の
文
脈
で
語
り
直
し
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。

加
賀
掾
の
戦
略
は
、
具
体
的
に
い
っ
て
、
次
の
二
つ
の
側
面
に
整
理
で
き
る
。

第
一
に
謡
曲
風
の
語
り
口
を
摂
取
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
謡
曲
の
詞
章
を
曲
中

に
取
り
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
加
賀
掾
が
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採

用
し
た
こ
と
は
、
果
た
し
て
「
近
世
に
逆
行
し
た
こ
と
に
な
る� �
��
�

」
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
そ
も
そ
も
加
賀
掾
に
と
っ
て
「
謡
」
と
は
何
だ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
義
太
夫
の
芸
論
を
迂
回
し
つ
つ
検
討
し
て
お
き
た

い
。
先
に
引
い
た
『
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
』
の
一
節
は
、
義
太
夫
が
「
し

た
し
き
人
」
の
問
い
に
答
え
る
形
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
問
い
」

�
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の
部
分
も
含
め
て
、
も
う
一
度
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

又
と
う
て
い
わ
く
。
浄
る
り
は
謡
を
父
母
と
す
る
と
い
え
り
。
し
か
ら

ば
先
謡
を
な
ら
い
て
後
浄
る
り
を
稽
古
す
べ
き
か
と
。
こ
た
え
て
い
わ

く
。
そ
れ
は
面
々
の
得
か
た
有
べ
し
。
わ
れ
ら
が
一
流
は
、
む
か
し
の
名

人
の
浄
る
り
を
父
母
と
し
て
、
謡
・
舞
等
は
や
し
な
い
親
と
定
め
侍
る
。

し
か
し
親
の
心
子
し
ら
ず
。
一
ぶ
ん
一
ぶ
ん
の
き
て
ん
に
て
口
拍
子
心
拍

子
、
ふ
し
詞
の
心
持
、
し
ゃ
み
せ
ん
の
の
り
、
あ
し
ら
い
、
聞
人
の
う
け

い
ろ
、
な
ら
い
の
外
の
才
覚
也
。
と
か
く
打
き
き
た
る
ふ
ぜ
い
や
さ
し
く
。

み
み
に
あ
た
ら
ず
聞
ざ
め
せ
ず
、
浄
る
り
の
本
体
を
わ
す
れ
ず
無
理
な
ら

ぬ
よ
う
に
、
…
…
人
の
心
お
も
し
ろ
く
、
あ
か
ず
な
ぐ
さ
む
る
を
伝
授
と

も
秘
事
と
も
上
手
と
も
名
人
と
も
申
べ
し
。

�『
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
』
序　

傍
線
は
引
用
者
�

義
太
夫
の
友
人
は
、
彼
に
こ
う
尋
ね
る
。
浄
瑠
璃
は
謡
を
父
母
と
す
る
と
い

う
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
先
に
謡
を
習
っ
て
か
ら
、
後
に
浄
瑠
璃
を

稽
古
す
べ
き
な
の
か
。

既
に
み
た
よ
う
に
、「
浄
瑠
璃
は
謡
を
父
母
と
す
る
」
と
い
う
論
法
が
、
加
賀

掾
一
派
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は

お
そ
ら
く
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
た
し
て
加
賀
掾
は
「
ま
ず
先
に
謡

を
習
っ
て
か
ら
、
後
に
浄
瑠
璃
を
稽
古
す
べ
き
」
と
説
い
た
の
か
否
か
。
た
し

か
に
、
謡
曲
風
の
語
り
口
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
込
ん
だ
加
賀
掾
の
浄
瑠
璃
が
、

謡
曲
に
関
す
る
知
識
と
技
術
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
得
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
こ
れ
を
、「
ま
ず
先
に
謡
を
習
っ
て
か

ら
、
後
に
浄
瑠
璃
を
稽
古
す
べ
き
」
と
短
絡
的
に
整
理
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、

ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
る
。
な
ぜ
か
。

義
太
夫
は
、
友
人
の
問
い
に
こ
う
答
え
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、「
浄
瑠
璃
は
謡

を
父
母
と
す
る
」
と
い
っ
た
捉
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

の
立
場
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
「
む
か
し
の
名
人
の
浄
瑠
璃
」
か
ら
学
ぶ
こ
と

に
努
め
た
い
。
謡
や
舞
の
伝
授
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し

な
い
が
、「
浄
瑠
璃
の
本
体
」
を
忘
れ
ず
、
一
回
い
っ
か
い
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

で
観
客
を
存
分
に
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
こ
そ
、
語
り
手
は
工
夫
を
凝
ら
す
べ
き

な
の
で
あ
る

─
。

い
ま
、
浄
瑠
璃
の
芸
に
関
す
る
こ
う
し
た
義
太
夫
の
主
張
が
、
加
賀
掾
の
そ

れ
と
は
微
妙
に
異
な
っ
た
地
点
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し

た
い
。
端
的
に
い
う
と
、
義
太
夫
は
「
浄
瑠
璃
の
本
体
」
を
、
既
に
自
明
の
も

の
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
む
か
し
の
名
人
」
が
語
り

継
い
で
き
た
浄
瑠
璃
の
芸
性
を
、
少
し
も
疑
っ
て
は
い
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
、

加
賀
掾
の
議
論
は
、
そ
う
し
た
「
浄
瑠
璃
の
本
体
」
そ
の
も
の
の
不
在
を
見
つ

め
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
加
賀
掾
は
、「
謡
」
と

「
浄
瑠
璃
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
�
自
律
�
し
た
芸
能
の
優
劣
や
、
稽
古
上

の
優
先
順
位
を
問
題
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
宇
治
加
賀
掾
の
個
人
史
に
触
れ
て
お
く
の
が
有
益
か
も
し
れ
な

い
。
手
短
か
に
、
安
田
富
貴
子
の
論� �
��
�

に
あ
た
っ
て
お
こ
う
。
以
下
に
引
用
す
る

�
21
�
安
田
富
貴
子
「
紀
州
和
歌
山
宇
治
の
産
・
宇
治
加
賀
掾
の
世
界
」�『
橘
女
子
大
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の
は
、
安
田
が
『
紫
竹
集
』
序
文
中
の
、
加
賀
掾
の
回
想
�「
一
生
夢
の
ご
と
し

と
い
え
ど
も
…
…
」
以
下
�
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
七
歳
の
春
芸
道
に
志
し
は
し
た
が
、
い
か
に
丹
誠
を
尽
し
て
も
其
の

家
の
子
で
な
け
れ
ば
秘
事
を
伝
え
ぬ
と
い
う
一
子
相
伝
の
芸
道
の
世
界

は
、
彼
の
前
に
固
く
門
戸
を
閉
ざ
し
、
世
上
に
名
を
挙
げ
る
望
み
も
甲
斐

も
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
門
閥
の
な
い
彼
が
選
ん
だ
の
が
新
興
の
芸
能
浄
瑠

璃
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
一
流
を
語
り
出
す
と
い

う
創
造
に
富
ん
だ
世
界
が
あ
っ
た
。
だ
が
…
…
こ
の
世
界
に
身
を
投
じ
る

事
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
親
類
の
い
か
り
朋
友
の
異
見
わ
ら
ひ
そ
し
り
」

を
受
け
る
事
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
四
面
楚
歌
の
中
で
習
う
べ
く
付
く
べ

き
師
も
な
い
、
紀
州
で
の
屈
辱
的
と
も
い
え
る
長
い
修
行
の
年
月
で
あ
っ

た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
加
賀
掾
芸
論
の
背
後
に
は
、
謡
に
対
す
る
矛
盾
し
た
二

つ
の
態
度
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
す
で
に
ゆ
る
ぎ
な

い
芸
道
の
地
位
を
築
い
て
い
た
謡
の
世
界
へ
の
劣
等
感
。
一
つ
は
、
そ
う
し
た

謡
の
世
界
と
決
別
し
、「
我
一
流
の
浄
瑠
璃
」�『
紫
竹
集
』
序
�
を
語
ろ
う
と
す

る
決
意
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
葛
藤
を
加
賀
掾
の
「
弱
さ
」
と
捉
え
る
の
が
、
こ
れ

学
研
究
紀
要
』
一
〇
、
一
九
八
二
�

ま
で
何
度
と
な
く
参
照
し
て
き
た
郡
司
正
勝
氏
の
論� �
��
�

で
あ
っ
た
。
郡
司
氏
は
い

う
。

時
代
の
流
行
に
魁
け
て
、
一
流
を
語
り
出
し
た
の
を
得
意
と
せ
ず
、
浅

ま
し
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
反
省
の
強
い
、
近
代
人
的
な
意
識
過
剰

さ
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
時
代
に
積
極
的
に
乗
っ
て
ゆ
か
れ
ぬ
消
極
的

な
姿
勢
と
、
彼
の
求
道
人
的
な
人
格
が
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
こ
に
矛
盾

が
あ
り
、
躊
躇
が
あ
る
。
実
践
の
場
で
、
義
太
夫
に
後
れ
を
と
っ
た
論
理

の
弱
さ
が
そ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
関
心
は
、
そ
う
し
た
加
賀
掾
の
「
弱
さ
」
が
、
結
果
的
に

打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
浄
瑠
璃
の
姿
を
注
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。

加
賀
掾
に
は
浄
瑠
璃
が
、
謡
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
「
嶋
者
」
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
そ
の
正
体

0

0

を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
浄
瑠
璃
が
自
ら
の
生
涯
を
賭
す
に
足
る
芸
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

何
と
し
て
も
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
謡
の
よ
う
な

─
し

か
し
決
し
て
謡
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

─
「
我
一
流
の
浄
瑠
璃
」
を
考
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
加
賀
掾
は
、
謡
の
こ
と
ば
で
浄
瑠
璃
を
語
ろ
う
と
し
た
。
表
面
的
に

み
れ
ば
、
そ
れ
は
浄
瑠
璃
を
謡
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
大
そ
れ
た
こ
と
か
よ
く
分
か
っ
て

�
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い
た
。
た
と
え
ば
彼
は
、『
竹
子
集
』
序
の
末
尾
で
「
誠
に
鵜
の
ま
ね
を
す
る
烏

水
を
ば
の
ま
で
人
の
そ
し
り
を
の
む
」
な
ど
と
自
ら
の
行
き
方
を
自
嘲
気
味
に

述
べ
て
い
る
。

浄
瑠
璃
を
謡
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
浄
瑠
璃
の
自
律

性
を
無
条
件
に
信
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
加
賀
掾
の
弱
々
し
い

0

0

0

0

手

つ
き
が
描
き
出
し
た
浄
瑠
璃
の
姿
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
。

５　

加
賀
掾
芸
論
の
射
程

後
年
、
加
賀
掾
は
『
竹
子
集
』
序
の
一
文
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
い
る
。

凡
予
一
流
の
浄
瑠
璃
は
謡
狂
言
の
音
勢
を
父
と
し
草
紙
の
文
勢
を
母
と

し
…
…

�『
紫
竹
集
』
序　

元
禄
十
〈
一
六
九
七
〉
年
�

わ
か
る
よ
う
に
、『
紫
竹
集
』
序
で
は
、「
親
」
と
し
て
の
「
謡
」
の
役
割
が

注
意
深
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。
加
賀
掾
の
主
張
に
従
え
ば
、
浄
瑠
璃
の
芸
は

「
音
勢
」
と
「
文
勢
」
と
い
う
二
つ
の
要
因
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
は
、「
謡
」
が
「
音
勢
」
す
な
わ
ち
演
奏
技
術

上
の
範
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
竹
子
集
』
序
で
は
、
明

快
に
「
只
謡
を
親
と
心
得
べ
し
」
と
述
べ
る
に
対
し
、
こ
こ
で
は
い
く
ぶ
ん
慎

重
な
言
い
回
し
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
、
し
か
し
重
要
な
変
化
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
ら

い
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
『
紫
竹
集
』
序
が
記
さ
れ
た
の
は
、『
竹
子
集
』

の
刊
行
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
の
歳
月
を
経
た
後
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
無
視

で
き
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
間
、
多
く
の
同
時
代
的
状
況
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
加

賀
掾
自
身
の
省
察
も
深
ま
り
を
み
せ
た
と
看
做
す
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
先
に
触

れ
た
『
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
』
の
序
も
、
加
賀
掾
は
目
に
し
て
い
た
は
ず

な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
加
賀
掾
の
立
場
に
そ
れ
ほ
ど
変
化
は
な
い
と
い
う
理
解
の
仕
方

も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、『
竹
子
集
』
序
に
し
ろ
『
紫
竹
集
』
序
に
し
ろ
、
そ

こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
口
演
上
の
心
得
な
い
し
技
法
で
あ
り
、『
竹
子
集
』
序

に
お
け
る
「
只
謡
を
親
と
心
得
べ
し
」
の
一
文
も
、「
音
勢
」
の
面
で
謡
曲
を
模

範
と
す
べ
き
旨
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
焦
点
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
口
演
上
の
心
得
や
技

法
を
記
述
す
る
場
合
に
、「
草
紙
の
文
勢
」
へ
の
配
慮
が
一
定
の
意
義
を
も
つ
と

考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
の
意
味
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、「
草
紙
の
文
勢
を
母
と
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の

こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、『
紫
竹
集
』
序
の
別
な
箇
所
に
も
目
を
向
け
る
必

要
が
あ
る
。

持
合
、
引
廻
し
と
云
う
は
、
地
、
ふ
し
に
あ
る
事
也
。
或
は
ふ
し
送
り

「
み
さ
ほ
は
」
と
い
う
所
、「
み
さ
き
に
す
す
め
ど
も
ま
だ
暁
の
」
と
語
る

所
、
皆
是
持
合
、〔
引
〕
廻
し
、
程
、
う
つ
り
、
も
ぢ
り
也
。「
雲
の
ま
ゆ

ず
み
ほ
の
か
に
て
」
も
同
前
。「
鏡
山
又
し
ゃ
ん
と
立
た
る
み
か
み
山
」
皆
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定
る
ふ
し
な
れ
共
、
文
句
が
ふ
し
を
も
つ
、
文
勢
を
母
と
す
と
云
に
て
合

点
せ
ら
る
べ
し
。
或
は
又
、
ス
ヘ
テ
文
勢
に
て
さ
ま
ざ
ま
か
わ
れ
ど
も
、

ゆ
き
か
た
は
か
わ
ら
ず
。

�『
紫
竹
集
』
序　

傍
線
は
引
用
者
�

引
用
部
分
で
は
、「
持
合
」「
引
廻
し
」
と
い
っ
た
演
奏
技
術
が
、
具
体
的
な

浄
瑠
璃
の
詞
章
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
参
照
す
れ
ば
、「
文

勢
を
母
と
す
」
と
は
、「
文
句
が
ふ
し
を
も
つ
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
「
文
句
が
ふ
し
を
も
つ
」
と
は
、
後
の
十
行
稽
古
本
の
奥
付
な

ど
に
み
ら
れ
る
「
ふ
し
付
は
作
意
と
文
句
の
は
だ
ゑ
が
大
事
に
て
候
」
と
同
様

の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
浄
瑠
璃
の
節
は
詞
章
の
意
味
に
よ

っ
て
考
案
さ
れ
決
定
さ
れ
る� �
��
�

」
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
注
意
し
て
稽
古
せ
ね
ば
な
ら
な
い
演
奏
技
術
が
浄
瑠
璃
の
詞

章
と
と
も
に
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
奏
法
を
適
切
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
す
る
た
め
に
は
、
詞
章
に
あ
ら
か
じ
め
施
さ
れ
た
音
楽
記
号
�「
ふ
し
」�
だ

け
を
み
る
の
で
は
不
十
分
だ
。
な
ぜ
な
ら
「
浄
瑠
璃
の
節
は
詞
章
の
意
味
に
よ

っ
て
考
案
さ
れ
決
定
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
本
文
の
「
文
勢
」
を
把
握
し
た

う
え
で
口
演
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
だ

─
引
用
部
分
、
傍
線
部
に
お
け
る
主

張
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

草
紙
の
「
文
勢
」
を
味
得
し
た
う
え
で
、「
謡
」
の
「
音
勢
」
を
模
範
と
す
る

演
奏
技
術
に
よ
っ
て
こ
れ
を
口
演
す
る
こ
と
。「
書
か
れ
た
詞
章
に
曲
節
を
付

�
2�
��

近
石
泰
秋
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究　

正
篇
』�
風
間
書
房
、
一
九
六
一
�

け
て
語
る
」
と
い
う
行
為
を
浄
瑠
璃
節
の
起
源
と
看
做
す
発
想
が
、
こ
こ
に
は

正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
、『
紫
竹
集
』
序
で
加
賀

掾
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
浄
瑠
璃
と
は
、「
書
か
れ
た
詞
章
に
曲
節
を
付
け

て
語
る
」
芸
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
廣
末
の
い
う
「
か
か
れ
た
こ
と
ば

0

0

0

0

0

0

0

に
、
語

る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
出
会
う
」
と
い
う
振
る
舞
い
の
具
体
的
な
有
様
を
、

こ
う
し
た
記
述
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
加
賀
掾
は
、「
謡
」
と
い
う
前
代
的
な
芸
能
の
資
源
を
積
極
的
に

活
用
す
る
方
法
を
採
り
は
し
た
が
、
彼
の
主
張
し
て
い
る
浄
瑠
璃
の
芸
は
�
彼

が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
か
は
別
と
し
て
�、
本
論
文
の
視
点

か
ら
す
れ
ば
、
相
当
に
近
世
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

加
賀
掾
芸
論
の
こ
う
し
た
側
面
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う

か
。
た
だ
一
つ
確
か
ら
し
い
の
は
、
加
賀
掾
が
自
ら
の
芸
を
構
想
す
る
際
に
謡

の
語
彙
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
「
中
世
の
伝
統
に
繋
が
る
こ
と
を

選
ん
だ
」
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

加
賀
掾
が
自
ら
の
芸
論
で
描
き
出
し
た
「
読
む
」
芸
能
と
し
て
の
浄
瑠
璃
の
姿

は
、
後
の
浄
瑠
璃
芸
論
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
革
新
的
な
発
想
で
す
ら

あ
っ
た
。６　

義
太
夫
の
「
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
」

宇
治
加
賀
掾
が
七
十
七
歳
で
没
し
た
宝
永
八
年
＝
正
徳
元
�
一
七
一
一
�
年
、

竹
本
義
太
夫
�
筑
後
掾
�
は
、
段
物
集
『
鸚
鵡
ヶ
杣
』
の
自
序
に
、
こ
ん
な
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
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申
も
憚
り
有
共
、
逍
遥
院
入
道
内
府
公
は
御
日
待
の
夜
、
尺
八
・
鼓
・

三
味
線
な
ど
の
あ
そ
び
の
中
に
い
で
、
我
も
一
芸
せ
ん
と
て
帚
木
し
な
さ

だ
め
の
巻
を
素
読
あ
そ
ば
さ
れ
し
に
、
あ
や
し
の
下
部
ま
で
聞
人
感
に
堪

て
、
外
の
歌
三
味
線
も
け
お
さ
れ
し
と
か
や
。
源
氏
の
よ
み
曲
、
堂
上
の

御
伝
授
に
は
、
清
濁
・
文
字
う
つ
り
は
も
ち
ろ
ん
、
御
声
に
な
ま
り
を
か

け
さ
せ
給
う
所
、
ふ
し
を
付
さ
せ
給
う
所
も
有
と
か
や
。
伝
え
う
け
給
る

是
ら
を
こ
そ
、
音
曲
の
亀
鑑
と
も
申
す
べ
か
め
れ
。
…
…
つ
た
な
き
辻

芸
・
門
音
曲
を
大
事
有
げ
に
語
り
ま
ぜ
て
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
の
立
所
取
う
し

な
う
下
劣
の
甚
し
き
、
本
心
を
外
に
う
ば
は
る
い
か
な
る
狂
人
ぞ
や
と
宇

治
加
賀
掾
の
批
判
尤
な
る
べ
し
。�『

鸚
鵡
ヶ
杣
』
自
序　

傍
線
は
引
用
者
�

義
太
夫
が
こ
の
一
節
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
御
日
待
の
夜
に
、
三
条

西
実
隆
が
『
源
氏
物
語
』
の
素
読
を
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
い
た
く
聞
く
者
を
感

動
さ
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
実
隆
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
、「
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
」
と
関
連
付
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

「
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
」
と
は
何
か
。『
色
道
大
鑑
』
巻
第
八
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。抑

浄
瑠
璃
は
、
滝
野
・
勾
當
、
ふ
し
を
付
て
、
文
禄
三
年
甲
午
の
年
よ

り
か
た
り
は
じ
め
た
り
。
此
浄
瑠
璃
に
、
本
ふ
し
と
て
あ
り
。
此
本
ふ
し

に
、
表
裏
と
て
秘
伝
あ
り
。
…
…

�『
色
道
大
鑑
』
八
�

こ
れ
は
前
章
に
引
用
し
た
、
浄
瑠
璃
の
起
源
を
説
明
す
る
一
節
の
、
続
き
に

当
た
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
参
照
す
れ
ば
、「
浄
瑠
璃
本
ぶ
し
」
が
、
秘

伝
と
も
結
び
付
い
た
浄
瑠
璃
の
根
幹
を
な
す
語
り
口
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
義
太
夫
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、「
む
か
し
の
名
人
」
が
語
る
「
浄
瑠
璃
の

正
体
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
禄
三
�
一

五
九
四
�
年
の
段
階
で
、
そ
れ
が
芸
道
と
し
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
正
統
性
を
保
証

す
る
「
浄
瑠
璃
の
正
体
」
で
あ
り
得
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、『
鸚
鵡
ヶ
杣
』
の
一
文
は
、
晩
年
を
迎
え
た
義
太
夫
が
「
浄
瑠
璃

の
正
体
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
を
知
る
の
に
都
合
の

よ
い
記
事
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
わ
か
る
よ
う
に
、「
浄
瑠
璃
の
正
体
」
を
括

弧
に
入
れ
た
ま
ま
、
非
常
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
か
ら
浄
瑠
璃
の
芸
を

語
り
続
け
て
き
た
義
太
夫
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
も
ま
た
浄
瑠
璃
は
「
読
む
」

芸
能
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

義
太
夫
に
と
っ
て
、
浄
瑠
璃
が
「
読
む
」
芸
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す

で
に
所
与
の
前
提
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
農
民
出
身
の
彼
は
、
謡

や
舞
と
い
っ
た
芸
道
の
権
威
に
対
し
て
も
、
加
賀
掾
ほ
ど
の
拘
り
は
も
た
な
か

っ
た
。
彼
が
無
邪
気
に
も
、「
浄
瑠
璃
の
正
体
」
を
信
用
で
き
た
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
義
太
夫
に
先
ん
じ
て
一
個
の
芸
道
と
し
て
の
浄
瑠
璃
の

原
理
を
問
い
、「
謡
を
親
と
心
得
べ
し
」
と
断
じ
た
加
賀
掾
の
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。



國學院高等学校「外苑春秋」第１号　2011年 22

加
賀
掾
は
謡
の
言
葉
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
。
そ
れ
は
、
謡
の
伝
授
を
そ
の
ま

ま
浄
瑠
璃
の
演
奏
法
に
接
続
し
て
見
せ
る
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
な
試
み
で
も

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
の
行
き
方
を
、
権
威
主
義
的
と
み
た
り
、
形
式
主
義
的

と
み
る
こ
と� �
��
�

も
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
っ
た

く
新
し
い
も
の
を
説
明
す
る
た
め
の
言
葉
は
、
得
て
し
て
畸
形
的
な
も
の
で
あ

る
。
彼
が
め
ざ
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
我
一
流
の
浄
瑠
璃

0

0

0

」
を
創
成
す
る

こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。

義
太
夫
が
「
浄
瑠
璃
を
父
母
と
し
」
と
言
い
得
た
の
は
、
ま
ず
加
賀
掾
が
「
謡

を
親
と
心
得
べ
し
」
と
言
っ
た
か
ら
だ
、
と
本
章
の
は
じ
め
に
述
べ
た
。
そ
れ

は
、
加
賀
掾
の
問
う
た
浄
瑠
璃
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
人
々
に
共
有
さ
れ
て

は
じ
め
て
、
義
太
夫
の
芸
論
が
実
践
理
論
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
得
る
、
と
い

う
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

む
す
び

─
次
々
と
板
行
さ
れ
る
書
物
。
こ
れ
ま
で
、
一
部
の
貴
族
や
僧
侶
の
間
に

蓄
え
ら
れ
て
い
た
教
養
・
文
化
が
、
広
く
庶
民
の
間
に
浸
透
し
て
ゆ
く
。
出
版

の
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
人
々
の
生
活
世
界
に
「
文
字
」
の
占
め
る

重
み
は
日
を
追
う
ご
と
に
増
し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
期
待
と
不
安
の
入
り
混
じ

っ
た
、
転
換
期
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、「
文
字
」
の
脅
威

0

0

に
立
ち
向
か
う
術
を
知
っ
て
い
る
。

�
2�
��

横
山
正
「
芸
論
」�『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
』、
風
間
書
房
、
一
九
六
三
�

少
な
く
と
も
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
家
庭
や
学

校
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
「
文
字
」
に
馴
ら
さ
れ
、「
文
字
」
に
向
き
合
う
た
め

の
作
法
を
学
ば
さ
れ
る
。
し
か
し
転
換
期
の
庶
民
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
文

字
」
と
対
等
に
付
き
合
う
方
法
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
見
な
れ
な
い
「
文
字
」

の
海
を
、
溺
れ
る
こ
と
な
く
渡
っ
て
行
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

た
と
え
ば
浄
瑠
璃
は
、
こ
う
し
た
庶
民
の
問
い
に
、
一
つ
の
さ
さ
や
か
な
回

答
を
与
え
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
加
賀
掾
の
描
き
出
し
た
浄
瑠
璃
の
原
理

は
、「
音
勢
」
と
「
文
勢
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
、
特
権
的
な
支
配
力
を
発
揮
す

る
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
声
と
文
字
テ

キ
ス
ト
と
が
切
り
結
ぶ
「
読
み
」
の
危
う
い
均
衡
の
上
に
立
脚
す
る
、
そ
の
よ

う
な
芸
の
在
り
様
を
加
賀
掾
は
考
察
し
て
い
た
。
ひ
い
き
の
太
夫
を
物
真
似
し

な
が
ら
、
大
声
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
な
ら
、
少
し
で
も
「
文
字
を
読
ん
で
や
っ

た
」
と
い
う
痛
快
な
気
持
ち
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
気
休
め
程
度
の
悪
あ
が
き
と
い
っ
た

方
が
ふ
さ
わ
し
い
体
の
も
の
だ
ろ
う
。「
文
字
」
を
本
当
に
解

Interpretation釈
し
て
い
る
の

は
、
加
賀
掾
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
語
り
手
た
ち
な
の
だ
。
つ
ま

り
物
真
似
を
す
る
素
人
た
ち
は
、
そ
の
お
下
が
り
を
拝
借
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
と
も
い
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
す
こ
ぶ
る
魅
力
的
な
の
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な

「
読
み
」
が
、
常
に
ア
マ
チ
ュ
ア
層
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

見
な
れ
ぬ
「
文
字
」
に
向
か
っ
て
唸
っ
た
り
叫
ん
だ
り
す
る
、
そ
う
い
う
庶
民

の
死
に
物
狂
い
が
、
浄
瑠
璃
の
本
質
＝
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
芸
論
の
中

心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。


