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能
「
籠
太
鼓
」
に
お
け
る
狂
い
の
手
法

―
物
狂
の
「
思
ひ
」
は
如
何
に
し
て
表
現
さ
れ
た
か

―

奥

田

茉

莉

子

は
じ
め
に

能
の
物
狂
に
は
、
憑
物
の
物
狂
と
、
思
い
に
狂
乱
す
る
物
狂
の
二
種
が

あ
る
。
前
者
は
神
仏
や
霊
魂
が
憑
依
す
る
も
の
で
、
「
歌
占
」
「
浮
舟
」
等

の
作
品
が
あ
る
。
後
者
は
離
別
し
た
相
手
を
探
し
て
狂
乱
す
る
も
の
で
あ

る
。
後
者
に
つ
い
て
世
阿
弥
は
「
親
に
別
れ
、
子
を
尋
ね
、
夫
に
捨
て
ら

れ
、
妻
に
後
る
ゝ
、
か
や
う
の
思
ひ
に
狂
乱
す
る
物
狂
」（

一
）

だ
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
世
阿
弥
は
、
憑
物
の
物
狂
と
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

も
説
き
、
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
を
ば
、
い
か
に
も
物
思
ふ
気
色
を
本
意
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
て
ゝ
、
狂
ふ
所
を
花
に
あ
て
ゝ
、
心
を
入
て
狂
へ
ば
、
感
も
、
面
白
き

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

見
所
も
、
定
め
て
あ
る
べ
し
。
か
や
う
な
る
手
柄
に
て
人
を
泣
か
す
る
所

あ
ら
ば
、
無
上
の
上
手
と
知
る
べ
し
。
」
と
、
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
」
を
演

ず
る
際
の
心
得
を
説
く
（
本
稿
で
は
後
者
を
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
」
と
し
、

以
下
、
物
狂
能
は
す
べ
て
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
」
の
能
を
指
す
）。

「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
」
の
「
思
ひ
」
と
は
、
離
別
し
た
相
手
に
対
す
る

物
狂
の
心
情
を
指
す
。
物
狂
が
子
ど
も
を
探
し
尋
ね
る
「
百
萬
」「
桜
川
」
、

恋
人
を
追
っ
て
い
く
「
班
女
」
「
花
筐
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
慕
わ
し

い
人
へ
の
「
思
ひ
」
を
持
っ
た
シ
テ
が
物
狂
と
し
て
登
場
し
、
狂
乱
す
る

様
を
描
く
物
狂
能
と
い
え
る
。
物
狂
の
狂
乱
の
「
思
ひ
」
、
つ
ま
り
物
狂

の
心
情
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
は
曲
の
要
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、

曲
の
作
者
に
と
っ
て
は
自
ず
か
ら

も
腐
心
し
た
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
は
こ
の
物
狂
能
の
「
思
ひ
」
の
描
き
方
に
つ
い
て
、
「
籠
太

ろ
う

鼓
」
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

「
籠
太
鼓
」
は
、
室
町
中
期
の
成
立
、
世
阿
弥
以
後
の
作
品
と
み
て
よ

い
。
演
能
記
録
の
初
出
は
、
寛
正
七
〈
一
四
六
六
〉
年
二
月
二
十
五
日
、

飯
尾
肥
前
守
邸
に
将
軍
・
足
利
義
政
が
来
訪
し
た
際
の
も
の
で
、
「
大
夫

観
世
又
三
郎
」
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
た
能
一
三
番
の
中
に
「
ろ
う
太
こ
」

が
含
ま
れ
る

（
二
）

。
「
大
夫
観
世
又
三
郎
」
は
観
世
正
盛
の
こ
と
で

（
三
）

、
こ

の
日
は
父
で
あ
る
音
阿
弥
も
二
番
演
じ
て
い
る
。
初
出
以
後
、
天
文
五
〈
一

五
三
六
〉
年
ま
で
演
能
記
録
が
途
絶
え
る
。
し
か
し
『
禅
鳳
雑
談
』
の
永

正
十
〈
一
五
一
三
〉
年
前
後
の
記
述
に
「
此
能
、
よ
き
能
と
て
、
い
つ
も

ほ
め
被

申
候
」（

四
）

と
、
金
春
禅
鳳
が
良
曲
だ
と
評
価
し
て
い
た
と
あ
る

レ

た
め
、
記
録
が
途
絶
え
た
期
間
に
も
金
春
座
で
は
度
々
演
じ
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
。
作
者
に
つ
い
て
伊
藤
正
義
氏
は
「
作
者
未
詳
。
『
能
本
作
者
註

文
』
や
『
自
家
伝
抄
』
等
の
作
者
付
資
料
に
は
世
阿
弥
作
と
す
る
が
、
も

と
よ
り
信
じ
難
い
。
」
と
す
る

（
五
）

。
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物
狂
能
は
、
世
阿
弥
が
完
成
さ
せ
た

（
六
）

と
い
う
典
型
的
な
構
成
を
と

る
こ
と
が
多
い
。「
百
萬
」「
桜
川
」
等
（
所
謂
「
親
子
物
狂
能
」
）
で
は
、

幼
子
が
行
方
不
明
と
な
り
、
母
親
が
物
狂
と
な
っ
て
探
し
尋
ね
、
寺
社
で

巡
り
逢
う
。
「
班
女
」
「
水
無
月
祓
」
等
（
以
下
、
男
女
の
離
別
と
再
会
を

描
く
物
狂
能
を
「
恋
慕
の
物
狂
能
」
と
呼
称
す
る
）
で
は
、
遊
女
が
契
り

を
交
わ
し
た
男
と
離
別
し
、
物
狂
と
な
っ
て
男
を
探
し
訪
ね
、
寺
社
で
再

会
す
る
。
つ
ま
り
物
狂
能
は
、
生
き
別
れ
に
な
っ
た
人
々
が
、
紆
余
曲
折

の
果
て
に
寺
社
な
ど
で
感
動
の
再
会
を
遂
げ
る
ま
で
を
描
く
。
と
こ
ろ
が

「
籠
太
鼓
」
に
は
こ
の
典
型
が
み
え
な
い
。
以
下
に
梗
概
を
示
す
。

松
浦
の
某
（
ワ
キ
）
は
家
人
の
関
の
清
次
を
殺
人
の
科
で
籠
に
入
れ
、

せ
き

せ
い

じ

ろ
う

彼
を
見
張
る
よ
う
従
者
（
ア
イ
）
に
命
じ
る
。
ア
イ
は
清
次
の
逃
亡

に
気
づ
き
ワ
キ
に
報
告
す
る
。
ワ
キ
は
清
次
の
妻
を
連
れ
て
く
る
よ

う
ア
イ
に
命
じ
る
。
ワ
キ
は
清
次
の
妻
（
シ
テ
）
に
夫
の
行
方
を
問

う
が
、
白
状
し
な
い
の
で
身
代
わ
り
に
籠
に
入
れ
る
。
ワ
キ
は
ア
イ

に
、
籠
に
鼓
を
掛
け
一
刻
お
き
に
打
っ
て
番
を
せ
よ
と
命
じ
る
。
や

が
て
シ
テ
は
狂
気
し
、
夫
と
生
き
別
れ
、
籠
に
い
る
我
が
身
を
嘆
く
。

ワ
キ
は
夫
の
居
所
を
教
え
れ
ば
解
放
し
て
や
る
と
言
う
が
、
シ
テ
は

た
と
え
居
所
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
答
え
な
い
と
い
う
。
ワ
キ
が

釈
放
し
よ
う
と
し
て
も
、
シ
テ
は
籠
が
夫
の
形
見
で
あ
る
と
主
張
し

て
出
牢
を
拒
み
、
恋
慕
の
思
い
を
述
べ
る
。
ワ
キ
は
今
度
は
夫
婦
共

許
す
と
述
べ
再
び
出
牢
を
促
す
も
、
シ
テ
は
再
び
固
辞
し
、
心
乱
れ

て
籠
に
掛
け
て
あ
る
時
守
の
鼓
を
打
つ
。
ワ
キ
は
夫
婦
共
に
許
す
こ

と
を
誓
い
、
出
牢
を
促
す
。
そ
こ
で
シ
テ
は
夫
の
行
き
先
を
明
か
し
、

慈
悲
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
た
シ
テ
は
、
夫
を
尋
ね
当
て
て
末
永
く
夫

婦
の
縁
を
結
ん
だ
。

冒
頭
か
ら
夫
婦
が
生
き
別
れ
と
な
る
が
、
そ
の
理
由
が
出
家
遁
世
で
も

所
用
の
旅
で
も
な
く
、
夫
の
殺
人
お
よ
び
逃
亡
と
い
う
の
は
類
が
な
い
。

ま
た
妻
は
籠
中
で
狂
気
し
物
狂
と
な
る
た
め
、
は
る
ば
る
旅
し
て
夫
を
探

す
、
寺
社
で
再
会
を
祈
る
と
い
っ
た
行
動
は
と
ら
な
い
。
本
来
感
動
的
な

場
面
に
な
る
は
ず
の
夫
婦
の
再
会
の
場
面
が
省
略
さ
れ
、
語
り
の
み
で
す

ま
さ
れ
て
い
る
点
も
、
物
狂
能
ら
し
か
ら
ぬ
構
成
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
「
籠
太
鼓
」
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
世
阿
弥
が
完
成
さ
せ
、

そ
の
本
質
を
説
い
た
物
狂
能
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く

か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
た
め
で
あ
る
。
「
籠
太
鼓
」
は
世
阿
弥
以
後

の
作
品
で
、
物
狂
能
の
典
型
か
ら
外
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
物
狂
能
と

し
て
成
立
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
物
狂
能
の
あ
り
方
を
今
一
度
問
う
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
の
物
狂
能
研
究
に
お
い
て
、「
籠
太
鼓
」

は
そ
の
特
殊
な
筋
立
て
か
ら
、
定
型
に
新
趣
向
を
加
え
た
曲
と
し
て
考
察

の
対
象
に
な
ら
ず

（
七
）

、
「
類
型
化
の
進
む
中
で
、
眼
先
の
変
わ
っ
た
曲
が

望
ま
れ
た
時
期
の
」（

八
）

曲
と
し
か
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
し
か
に

「
籠
太
鼓
」
は
、
ど
の
よ
う
に
別
れ
、
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
か
と
い
う

経
緯
に
注
意
を
向
け
て
分
類
す
れ
ば
例
外
だ
ろ
う
。
し
か
し
世
阿
弥
は
、

物
狂
能
の
「
本
意
」
は
、
「
物
思
ふ
気
色
」
に
こ
そ
あ
る
と
言
っ
た
。
つ

ま
り
物
狂
能
の
見
せ
場
は
「
狂
ふ
所
」
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
思
い
、
ど
れ

ほ
ど
「
心
を
入
て
」
狂
気
す
る
か
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。
先
に
結
論
を
述

べ
る
な
ら
、
「
籠
太
鼓
」
は
物
狂
の
献
身
的
愛
情
に
伴
う
狂
乱
を
主
題
と

し
、
そ
れ
を
独
自
の
手
法
で
描
い
た
能
で
あ
り
、
形
態
は
目
新
し
く
と
も

物
狂
能
の
本
質
を
備
え
て
い
る
。
本
稿
は
「
籠
太
鼓
」
が
、
物
狂
能
の
核

と
な
る
物
狂
の
「
思
ひ
」
を
如
何
に
し
て
表
現
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に

し
、
物
狂
能
研
究
の
間
隙
を
埋
め
、
物
狂
能
変
遷
の
中
で
の
例
外
と
い
う

位
置
づ
け
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
一
章

籠
物
の
趣
向

「
籠
太
鼓
」
が
物
狂
能
の
定
型
に
あ
て
は
ま
ら
な
い

大
の
要
因
は
、

籠
物
の
筋
立
て
を
も
つ
こ
と
に
あ
ろ
う
。
「
籠
物
」
と
は
、
囚
わ
れ
の
身

と
な
っ
た
人
を
身
内
が
助
け
に
来
る
能
で
、
囚
人
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
展

開
す
る
。
本
章
で
は
、
「
籠
太
鼓
」
が
籠
物
の
手
法
を
ど
の
よ
う
に
活
か

し
、
物
狂
の
「
思
ひ
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
を
考
察
す
る
。

第
一
節

籠
物
の
整
理
分
類

「
籠
太
鼓
」
は
籠
物
の
典
型
に
ど
の
程
度
合
致
す
る
の
か
、
他
の
籠
物

諸
曲
と
比
較
し
て
「
籠
太
鼓
」
の
特
徴
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は
籠

物
の
基
本
構
造
か
ら
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
籠
太
鼓
」
を
含
む
室
町

後
期
ま
で
の
籠
物
を
お
お
よ
そ
の
成
立
順
に
次
頁
以
下
の
一
覧
表
に
ま
と

め
た

（
九
）

。

登
場
人
物
の
う
ち
、
籠
者
（

）
が
物
狂
と
な
る
も
の
、
ま
た
女
性
で

a

あ
る
も
の
は
「
籠
太
鼓
」
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
籠
太
鼓
」
に
は
籠
者

を
救
済
に
訪
れ
る
人
物
（

）
が
い
な
い
。
同
じ
く
「
千
手
」「
盛
久
」「
籠

b

景
清
」
も
（

）
が
い
な
い
が
、
「
千
手
」
で
は
千
手
の
前
が
重
衡
を
慰

b

め
、
「
盛
久
」
で
は
土
屋
（

）
が
盛
久
の
願
い
を
聞
き
入
れ
清
水
寺
に

c

立
ち
寄
り
、
「
籠
景
清
」
で
は
畠
山
（

）
が
景
清
の
願
い
を
叶
え
る
よ

c

う
頼
朝
に
言
上
す
る
役
を
担
う
。
い
ず
れ
も
籠
者
の
人
柄
に
触
れ
て
同
情

し
、
時
に
裁
量
権
を
持
つ
人
物
と
交
渉
す
る
よ
う
な
役
回
り
の
人
物
が
存

在
す
る
の
に
対
し
、
「
籠
太
鼓
」
に
は
こ
う
し
た
役
回
り
の
人
物
す
ら
い

な
い
。

救
済
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
「
籠
太
鼓
」
で
は
、
ワ
キ
が
在
地
領
主
と

し
て
の
権
限
を
発
揮
し
籠
者
を
赦
免
す
る
た
め
㋐
と
し
た
。
ま
た
「
籠
太

鼓
」
で
は
話
の
冒
頭
で
関
の
清
次
が
脱
獄
す
る
が
、
清
次
は
舞
台
上
に
は

登
場
し
な
い
の
で
、
（
㋓
）
と
し
て
付
し
た
。

歌
舞
に
つ
い
て
は
、
「
籠
太
鼓
」
の
よ
う
に
、
籠
者
が
第
三
者
へ
の
恋

慕
を
表
現
す
る
も
の
を
見
出
せ
な
い
（
籠
者
自
身
が
籠
の
内
で
歌
舞
を
披

露
す
る
曲
は
、
「
籠
太
鼓
」
以
外
で
は
「
籠
尺
八
」
の
み
で
、
兄
弟
と
も

に
望
郷
の
念
を
尺
八
で
奏
で
、
籠
者
と
な
っ
た
身
の
上
を
嘆
く
）。

以
上
を
要
す
る
に
、「
籠
太
鼓
」
に
は
籠
者
を
助
け
に
来
る
人
物
（

）
b

が
お
ら
ず
、
物
狂
の
シ
テ
（

）
と
ワ
キ
（

）
の
赦
免
を
め
ぐ
る
一
対

a

c

一
の
問
答
に
よ
っ
て
曲
が
展
開
し
、
中
で
も
籠
者
に
よ
る
歌
舞
、
即
ち
物

狂
の
狂
乱
の
芸
が
曲
の
眼
目
と
な
る
。
こ
れ
は
「
籠
太
鼓
」
が
物
狂
の
「
思

ひ
」
を
描
く
上
で
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
第
二

節
で
は
、
（

）
が
い
な
い
点
か
ら
救
済
の
場
面
に
着
目
す
る
。

b
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第
二
節

救
済
の
描
き
方

籠
者
を
助
け
に
来
る
人
物
（

）
が
い
な
い
と
い
う
状
況
下
で
、
「
籠

b

太
鼓
」
は
籠
者
の
救
済
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
。
本
節
で
は
「
籠
太
鼓
」

に
お
け
る
救
済
の
描
き
方
を
他
の
籠
物
と
比
較
し
、
「
籠
太
鼓
」
の
独
自

性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
籠
太
鼓
」
の
ワ
キ
（
松
浦
の
某
）
は
、
三
度
に
亘
っ
て
シ
テ
（
清
次

の
妻
）
に
出
牢
を
促
す
。
ま
ず
は
三
度
の
場
面
を
経
緯
に
沿
っ
て
分
析
す

る
。
一
度
目
の
問
答
場
面
を
掲
げ
る
（
な
お
本
文
底
本
は
諸
本
中
、
上
掛

本

古
の
松
井
本

（
十
）

で
あ
る
。
引
用
に
際
し
私
に
表
記
を
改
め
た
）。

ワ
キ
「
な
ふ
〳
〵
夫
の
別
れ
籠
者
の
思
ゐ
、
一
方
な
ら
ぬ
身
の
な
げ

き
に
、
物
に
狂
ふ
は
理
り
な
り
、
さ
り
な
が
ら
、
い
づ
く
に

夫
の
有
所
、
知
ら
せ
ば
や
が
て
呼
び
と
っ
て
、
汝
を
籠
よ
り

出
す
べ
し
、
真
っ
直
ぐ
に
申
候
へ
」

シ
テ
「
あ
ら
を
ろ
か
の
仰
や
な
、
た
と
ひ
有
所
を
知
り
候
へ
ば
と
て
、

あ
ら
は
し
妻
を
失
ふ
べ
き
か
、
そ
の
上
夫
の
有
所
、
夢
う
つ

ゝ
に
も
知
ら
ぬ
物
を
」

ワ
キ
「
や
さ
し
き
女
の
い
ひ
事
か
な
と
、
手
づ
か
ら
籠
の
戸
を
ひ
ら

き
、
は
や
こ
れ
ま
で
ぞ
と
く
出
よ
」

シ
テ
「
御
心
ざ
し
は
有
難
け
れ
ど
も
、
夫
に
か
は
れ
る
此
身
な
れ
ば
、

こ
の
籠
の
内
を
ば
出
づ
ま
じ
や
、
是
こ
そ
形
見
な
つ
か
し
や
」

ワ
キ
は
シ
テ
が
狂
乱
状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
同
情
し
た
上
で
、
夫
の
居

所
を
言
え
ば
釈
放
し
て
や
る
と
条
件
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
を

拒
絶
し
た
シ
テ
に
対
し
出
牢
を
促
し
て
い
る
が
、
シ
テ
は
そ
れ
も
受
け
入

れ
な
い
。
二
度
目
の
問
答
場
面
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ワ
キ
「
い
か
に
女
、
此
上
は
夫
婦
と
も
に
ゆ
る
す
べ
し
、
と
く
出
候

へ
」

シ
テ
「
あ
ら
偽
り
の
御
事
や
、
か
ほ
ど
に
情
ま
し
ま
さ
ば
、
は
じ
め

よ
り
か
く
憂
き
目
を
ば
み
せ
給
ふ
べ
き
か
（
略
）」

ワ
キ
は
夫
婦
共
に
赦
す
、
と
一
度
目
よ
り
譲
歩
す
る
形
で
釈
放
し
よ
う

と
述
べ
、
そ
れ
を
シ
テ
は
「
偽
り
」
だ
と
し
て
再
び
拒
絶
す
る
。
一
度
目

の
釈
放
の
申
し
出
を
シ
テ
が
拒
絶
し
た
の
は
、
妻
で
あ
る
自
分
の
釈
放
だ

け
で
な
く
、
罪
人
と
な
っ
た
夫
を
赦
免
の
対
象
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
思
惑
の
た
め
と
考
え
ら
れ
た
。
で
は
な
ぜ
シ
テ
は
、
ワ
キ
の
夫
婦
共
に

赦
す
と
の
申
し
出
を
「
偽
り
」
と
し
、
信
じ
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
シ
テ

が
釈
放
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
、
三
度
目
の
問
答
場
面
を
分
析
し
て
答

え
を
探
る
。

ワ
キ
「
此
上
は
諏
訪
八
幡
も
御
知
見
あ
れ
、
夫
婦
と
も
に
ゆ
る
す
べ

し
、
と
く
〳
〵
出
候
へ
」

シ
テ
「
げ
に
此
上
は
さ
れ
ば
と
て
、
御
偽
り
の
ま
し
ま
す
べ
き
か
、

ま
こ
と
は
夫
の
有
所
、
筑
前
の
宰
府
に
知
る
人
あ
れ
ば
、
そ

な
た
へ
行
て
や
候
ら
ん
」

ワ
キ
が
夫
婦
共
に
赦
す
と
述
べ
る
の
は
二
度
目
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、

三
度
目
で
シ
テ
が
告
白
す
る
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
ワ
キ
の
「
諏
訪
八

幡
も
御
知
見
あ
れ
」
（
二
重
傍
線
部
）
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「
諏
訪

八
幡
も
御
知
見
あ
れ
」
に
類
す
る
ワ
キ
の
誓
言
は
、
籠
物
の
問
答
部
分
に

頻
繁
に
み
ら
れ
る
。
「
檀
風
」
で
は
、
資
朝
（
ツ
レ
）
の
子
・
梅
若
を
都
へ

無
事
に
送
る
と
本
間
（
ワ
キ
）
が
言
う
の
に
対
し
、
資
朝
は
念
押
し
し
て

尋
ね
、
資
朝
に
本
間
が
「
弓
矢
八
幡
」
に
誓
っ
て
確
約
の
意
志
を
示
す
。

ツ
レ
「
こ
れ
は
ま
こ
と
に
て
候
ふ
か
」

ワ
キ
「
な
か
な
か
の
事
、
弓
矢
八
幡
も
御
知
見
あ
れ
、
都
へ
送
り
付

け
申
さ
う
ず
る
に
て
候
」

（
「
檀
風
」
）
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「
唐
船
」
で
は
、
親
子
共
に
出
国
を
許
さ
れ
た
こ
と
に
祖
慶
（
シ
テ
）

が
驚
き
信
じ
ら
れ
ず
に
い
る
と
、
箱
崎
の
某
（
ワ
キ
）
が
「
当
社
（
箱
崎
）

八
幡
」
に
か
け
て
偽
り
は
な
い
と
の
誓
言
を
与
え
る
。

シ
テ
「
あ
ま
り
の
事
の
不
思
議
さ
に
、
さ
に
誠
と
思
は
れ
ず
」

ワ
キ
「
こ
は
そ
も
何
の
疑
ぞ
や
、
当
社
八
幡
も
御
知
見
あ
れ
、
偽
さ

ら
に
あ
る
べ
か
ら
ず
、
と
く
と
く
舟
に
乗
給
へ
」
（
「
唐
船
」
）

「
鞆
」
で
は
、
政
氏
（
ツ
レ
）
が
児
玉
（
ワ
キ
）
に
自
分
を
殺
し
て
父

・
政
友
を
救
済
す
る
こ
と
を
誓
う
よ
う
要
求
し
、
児
玉
は
「
弓
矢
八
幡
」

の
武
神
に
こ
れ
を
誓
う
。

シ
テ
「
左
様
に
候
は
ば
、
某
を
誅
し
親
を
御
助
け
有
べ
き
と
、
恐
な

が
ら
御
誓
言
候
へ
」（
十
一
）

ワ
キ
「
侍
の
申
合
た
る
一
言
翻
す
事
は
有
ま
じ
く
候
へ
ど
も
、
御
望

み
な
ら
ば
た
て
申
候
べ
し
、
弓
矢
八
幡
の
神
も
御
照
覧
あ
れ
、

其
の
方
を
誅
し
鞆
殿
を
助
け
申
さ
ふ
ず
る
に
て
候
」
（
「
鞆
」
）

つ
ま
り
「
籠
太
鼓
」
の
シ
テ
が
二
度
目
ま
で
釈
放
の
申
し
出
を
断
り
、

三
度
目
で
受
け
入
れ
た
の
は
、
ワ
キ
の
「
諏
訪
（
十
二
）

八
幡
も
御
知
見
あ
れ
」

と
の
誓
言
を
待
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
二
度
目
で
シ
テ
に
「
あ
ら
偽

り
の
御
事
や
」
と
言
わ
れ
た
ワ
キ
は
、
シ
テ
の
信
用
を
得
る
目
的
で
こ
の

誓
言
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
士
と
の
問
答
場
面
に
お
け
る
常
套
文

句
を
活
か
し
、
「
籠
太
鼓
」
は
武
士
の
妻
（
シ
テ
）
と
武
士
（
ワ
キ
）
の

駆
け
引
き
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
（
十
三
）

。

複
数
回
に
亘
る
ワ
キ
と
の
交
渉
も
、
籠
物
に
は
多
い
。
拘
束
さ
れ
た
身

内
を
助
け
に
や
っ
て
来
た
親
族
が
、
己
の
み
の
釈
放
に
納
得
で
き
ず
、
身

代
わ
り
を
申
し
出
た
り
、
自
分
も
共
に
処
刑
さ
れ
た
い
と
願
い
出
て
、
ワ

キ
と
押
し
問
答
に
な
る
例
も
あ
る
。

ワ
キ
「
（
略
）
ご

期
の
用
意
を
さ
せ
申
さ
れ
う
ず
る
に
て
候
」

シ
テ
「
暫
く
候
、
春
栄
が
事
は
幼
き
者
の
こ
と
に
て
候
ふ
間
、
春
栄

を
助
け
某
を
誅
し
て
た
ま
は
り
候
へ
」

ワ
キ
「
仰
せ
は
さ
る
こ
と
に
て
候
へ
ど
も
、
は
や
目
録
に
て
春
栄
殿

の
御
事
は
御
目
に
か
か
り
候
ふ
間
、
な
か
な
か
成
る
ま
じ
く

候
、
種
直
は
急
い
で
御
帰
り
候
へ
」

シ
テ
「
御
意
は
尤
も
に
て
候
へ
ど
も
、
ひ
ら
に
お
ん
私
を
も
っ
て
そ

れ
が
し
誅
し
、
春
栄
を
助
け
て
た
ま
は
り
候
へ
」

ワ
キ
「
こ
れ
は
御
意
に
て
候
へ
ど
も
、
な
か
な
か
さ
や
う
に
は
成
る

ま
じ
く
候
」

シ
テ
「
（
略
）
春
栄
が

期
を
見
捨
て
帰
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
く
候

ふ
ほ
ど
に
、
春
栄
と
一
所
に
誅
し
て
給
は
り
候
へ
」

（
「
春
栄
」
）

「
春
栄
」
の
シ
テ
・
増
尾
種
直
は
、
弟
・
春
栄
の
身
代
わ
り
を
二
度
願

い
出
て
、
三
度
目
に
は
共
に
処
刑
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
「
正
儀
世

守
」
「
籠
尺
八
」
「
権
守
」
で
も
、
「
春
栄
」
と
同
様
の
場
面
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
籠
太
鼓
」
も
、
「
春
栄
」
等
に
倣
え
ば
、
夫
が
籠
者
で
、
夫
を
救
済

に
来
た
妻
（
シ
テ
）
が
身
代
わ
り
等
を
願
い
出
る
場
面
を
作
る
こ
と
が
で

き
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
籠
太
鼓
」
で
は
夫
が
脱
獄
し
、
妻
（
シ
テ
）

は

初
か
ら
身
代
わ
り
に
捕
ら
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
願
い
出
る
こ
と

は
な
く
、
籠
者
と
な
っ
た
シ
テ
を
助
け
に
来
る
人
物
（

）
も
い
な
い
。

b

む
し
ろ
反
対
に
、
籠
者
が
脱
獄
し
た
身
内
を
救
済
す
る
立
場
に
な
っ
て
、

三
度
に
亘
っ
て
ワ
キ
と
問
答
し
、
自
ら
の
釈
放
と
夫
の
免
罪
を
認
め
さ
せ

て
い
る
。
粘
り
の
交
渉
を
す
る
点
は
籠
物
の
手
法
で
あ
る
が
、「
籠
太
鼓
」

で
は
そ
れ
を
籠
者
自
身
が
す
る
と
い
う
ふ
う
に
応
用
さ
れ
て
い
る
の
が
特

徴
と
い
え
る
。
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後
に
も
う
一
つ
、
籠
物
の
手
法
と
「
籠
太
鼓
」
を
比
べ
る
。「
春
栄
」

「
檀
風
」
「
鞆
」
で
は
、
籠
者
を
助
け
に
来
た
人
物
（

）
に
害
が
及
ば

b

な
い
よ
う
、
籠
者
（

）
が
そ
の
人
物
を
他
人
と
偽
る
場
面
が
あ
る
。

a

ワ
キ
「
あ
ら
不
思
議
や
、
正
し
く
ご
舎
兄
と
仰
せ
候
ふ
も
の
を
さ
り

な
が
ら
、
ま
づ
物
の
隙
よ
り
そ
と
ご
覧
候
へ
」

子
方
「
不
思
議
の
こ
と
に
て
候
、
こ
れ
は
譜
第
召
し
使
ひ
候
ふ
家
人

に
て
候
、
急
い
で
追
つ
帰
し
候
べ
し
」

（
「
春
栄
」
）

ワ
キ
「
（
略
）
帥
の
阿
闍
梨
と
申
す
山
伏
の
、
御
子
息
を
伴
ひ
は
る

ば
る
御
下
向
候
。
そ
と
御
対
面
候
へ
」

ツ
レ
「
（
略
）
そ
れ
が
し
は
総
じ
て
子
を
持
た
ぬ
者
に
て
候
。
さ
だ

め
て
門
違
ひ
に
て
候
ふ
べ
し
。
急
い
で
追
つ
返
さ
れ
候
へ
」

（
「
檀
風
」
）

二
例
と
も
、
籠
者
は
身
内
を
他
人
と
偽
り
、
後
に
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
（

）
が
（

）
を
助
け
よ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
（

）
も

b

a

a

ま
た
（

）
を
巻
き
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
。
両
者
が
庇
い
合
い
、
自
己

b

を
犠
牲
に
し
て
も
助
け
た
い
と
い
う
意
志
を
示
す
こ
と
で
、
ワ
キ
（

）
c

に
憐
憫
の
情
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ワ
キ
「
言
語
道
断
ご
兄
弟
の
ご
心
中
を
感
じ
申
し
て
、
わ
れ
ら
も
落

涙
仕
り
て
候
（
略
）
そ
れ
が
し
子
を
一
人
持
ち
て
候
を
失
ひ

て
候
が
、
こ
の
春
栄
殿
の
面
ざ
し
す
こ
し
も
変
は
ら
ず
候
間
、

あ
つ
ぱ
れ
お
ん
命
も
助
か
り
候
へ
か
し
、
そ
れ
が
し
申
し
請

け
一
跡
を
継
が
せ
申
し
た
き
心
中
に
て
候
」

（
「
春
栄
」
）

籠
者
を
助
け
に
来
た
身
内
が
救
済
を
何
度
も
要
求
す
る
の
に
加
え
、
籠

者
本
人
と
庇
い
合
う
姿
が
あ
れ
ば
、
ワ
キ
が
同
情
す
る
経
緯
も
説
得
力
を

も
つ
。
つ
ま
り
「
春
栄
」
等
の
籠
物
は
、
籠
者
と
籠
者
を
助
け
に
来
た
人

物
双
方
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
ワ
キ
が
態
度
を
軟
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ

る
。一

方
「
籠
太
鼓
」
で
は
、
夫
が
逃
亡
し
た
た
め
、
庇
い
合
い
は
な
く
、

シ
テ
は
一
人
で
憂
き
身
を
嘆
く
。
と
こ
ろ
が
、
「
籠
太
鼓
」
は
ワ
キ
の
事

情
も
他
の
籠
物
と
は
違
う
。
ワ
キ
は
罪
人
で
あ
る
清
次
に
逃
走
さ
れ
た
た

め
、
シ
テ
か
ら
居
場
所
の
情
報
を
得
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
る
。
ワ
キ
は

「
春
栄
」
等
の
よ
う
に
裁
定
を
着
実
に
遂
行
す
る
立
場
で
は
な
く
、
シ
テ

を
詰
問
す
る
立
場
で
描
か
れ
て
い
る
。
詰
問
さ
れ
て
い
る
シ
テ
は
、
籠
者

と
な
っ
た
我
が
身
を
嘆
い
て
も
、
自
ら
の
釈
放
や
夫
の
免
罪
を
ワ
キ
に
要

求
し
な
い
。
「
籠
太
鼓
」
の
救
済
の
描
き
方
の
特
徴
の
一
つ
は
、
シ
テ
か

ら
の
要
求
に
ワ
キ
が
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
ワ
キ
の
申
し
出
を
シ
テ
が

拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
キ
が
自
ら
釈
放
の
条
件
を
緩
め
て
い
く
点

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
籠
物
の
救
済
の
手
法
と
「
籠
太
鼓
」
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
き
た
。

三
宅
氏
は
「
籠
太
鼓
」
の
救
済
の
描
き
方
に
つ
い
て
、
「
ワ
キ
は
四
段
で

早
く
も
助
け
る
と
言
い
、
納
得
し
な
い
シ
テ
が
い
っ
そ
う
狂
乱
す
る
と
い

う
設
定
で
あ
る
た
め
、
如
何
に
救
済
さ
れ
る
か
に
興
味
が
置
か
れ
て
い
る

の
で
も
な
い
。
」（
十
四
）

と
す
る
。
た
し
か
に
、
三
度
に
亘
る
交
渉
は
各
々
が

狂
乱
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
繋
が
り
は
見
え
に

く
い
。

し
か
し
ワ
キ
の
誓
言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
三
度
に
亘
る
問
答
に
は
、

シ
テ
と
ワ
キ
の
駆
け
引
き
が
あ
り
、
救
済
へ
の
道
筋
は
決
し
て
容
易
で
は

な
い
。
ま
た
シ
テ
は
、
己
の
み
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
得
心
せ
ず
、
ワ
キ
の

出
す
条
件
を
呑
ま
な
い
た
め
、
ワ
キ
が
譲
歩
す
る
形
で
交
渉
が
進
め
ら
れ

る
。
籠
者
を
助
け
に
来
る
人
物
（

）
が
い
な
い
「
籠
太
鼓
」
で
は
、
籠

b

物
の
手
法
を
随
所
で
起
用
し
つ
つ
も
、
類
を
み
な
い
救
済
の
描
き
方
を
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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第
三
節

物
狂
能
と
の
類
似

「
籠
太
鼓
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
物
狂
能
と
籠
物
の
趣
向
を
組
合

せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
仕
組
み
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、
両

者
に
お
け
る
ワ
キ
の
類
似
性
で
あ
ろ
う
。
親
子
物
狂
能
な
ど
で
、
物
狂
を

疎
外
し
よ
う
と
し
た
ワ
キ
が
、

終
的
に
物
狂
と
子
ど
も
を
引
き
合
わ
せ

た
り
す
る
よ
う
に
、
籠
物
で
も

後
は
ワ
キ
の
意
志
に
よ
っ
て
赦
免
と
な

る
場
合
が
あ
る

（
十
五
）

。
だ
が
ワ
キ
だ
け
で
な
く
、
シ
テ
側
の
心
情
や
行
動

等
に
つ
い
て
も
共
通
す
る
か
ど
う
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
節
で
は

ワ
キ
の
役
割
の
類
似
性
を
検
証
し
つ
つ
、
シ
テ
の
役
割
を
比
較
し
て
籠
物

と
物
狂
能
が
融
合
で
き
た
理
由
を
考
察
す
る
。

次
に
示
す
籠
物
「
唐
船
」
で
は
、
ワ
キ
が
、
祖
慶
官
人
と
中
国
で
の
子

ど
も
達
と
の
帰
国
を
赦
す
引
き
換
え
と
し
て
、
日
本
で
も
う
け
た
子
ど
も

は
留
め
よ
と
命
じ
る
。

ワ
キ
「
（
略
）
此
幼
き
者
共
は
、
此
所
に
て
生
れ
相
続
の
者
に
て
候

程
に
、
い
つ
ま
で
も
某
召
使
は
ず
る
に
て
有
ぞ
、
こ
な
た
へ

来
り
候
へ
」

子
方
「
あ
ら
情
な
の
御
事
や
、
大
和
撫
子
の
花
だ
に
も
、
同
じ
種
と

て
唐
土
の
、
か
ら
紅
に
咲
物
を
、
淡
く
も
濃
く
も
花
は
花
、

情
け
な
く
こ
そ
候
へ
と
よ
」
（
略
）

シ
テ
「
今
は
思
へ
ば
と
に
か
く
に
」

地
「
舟
に
も
乗
ま
じ
留
ま
る
ま
じ
き
と
、
巌
に
あ
が
り
て
十
念
し
、

す
で
に
憂
き
身
を
投
げ
ん
と
す
、
唐
土
や
日
本
の
、
子
共
は

左
右
に
取
付
て
、
こ
れ
を
い
か
に
と
悲
し
め
ば
、
さ
す
が
心

も
弱
々
と
、
成
行
事
ぞ
悲
し
き
」

子
ど
も
達
は
元
よ
り
、
シ
テ
（
祖
慶
官
人
）
も
親
子
が
引
き
裂
か
れ
る

恨
み
を
述
べ
、
身
投
げ
し
よ
う
と
す
る
。
親
と
子
が
隔
て
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
親
と
子
の
互
い
に
慈
し
む
姿
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
籠
物
で
は

ワ
キ
が
人
々
の
願
い
を
妨
害
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
抗
う
人
々
の
心
情
が

表
面
化
す
る
。

物
狂
能
で
も
同
様
の
こ
と
が
生
じ
る
。
シ
テ
（
物
狂
）
を
そ
の
場
か
ら

排
除
し
よ
う
と
す
る
ワ
キ
に
対
し
、
シ
テ
は
反
発
し
物
狂
の
狂
い
の
芸
能

は
一
層
激
し
く
な
る
。

ワ
キ
ツ
レ
「
こ
れ
は
内
陣
な
り
。
し
か
も
女
人
の
身
と
い
ひ
、
狂
気

と
い
ひ
、
か
た
が
た
か
な
ふ
ま
じ
き
ぞ
内
陣
を
疾
く
疾
く
出

で
よ
」

シ
テ
「
し
か
も
女
人
の
拙
き
身
ぞ
と
、
承
る
は
謂
は
れ
な
や
、
極
重

悪
人
無
他
方
便
、
唯
称
弥
陀
得
生
極
楽
と
こ
そ
承
れ
」

ワ
キ
ツ
レ
「
言
語
道
断
狂
女
と
も
思
は
ぬ
こ
と
を
申
す
も
の
か
な
」

シ
テ
「
（
略
）
よ
し
人
び
と
は
な
に
と
も
仰
せ
あ
れ
、
声
こ
そ
し
る

べ
南
無
阿
弥
陀
仏
」
〈
ク
ル
イ
〉

（
「
柏
崎
」
）

「
柏
崎
」
の
ワ
キ
ツ
レ

（
十
六
）

（
善
光
寺
の
僧
）
は
内
陣
に
入
ろ
う
と
す

る
シ
テ
を
制
止
し
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
シ
テ
は
仏
法
の
教
義
を
以
て
対

抗
し
、
驚
く
ワ
キ
ツ
レ
に
も
構
わ
ず
念
仏
を
唱
え
始
め
る
。
続
い
て
亡
夫

の
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
〈
ク
ル
イ
〉
小
段
と
な
る
。
「
花
筐
」
も
「
柏

崎
」
と
同
様
の
構
成
を
し
て
い
る
。

ワ
キ
「
い
か
に
狂
女
、
持
ち
た
る
花
籠
を
君
の
お
ん
花
筐
と
て
渇
仰

す
る
は
、
そ
も
君
と
は
誰
が
こ
と
を
申
し
候
ふ
ぞ
」

シ
テ
「
事
新
し
き
問
ひ
ご
と
か
な
、
こ
の
君
な
ら
で
日
の
本
に
、
ま

た
異
君
の
ま
し
ま
す
べ
き
か
」
（
略
）

ツ
レ
「
打
ち
落
と
し
給
ふ
人
々
こ
そ
」
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シ
テ
「
わ
れ
よ
り
も
な
ほ
物
狂
ひ
よ
」〈
ク
ル
イ
〉

（
「
花
筐
」
）

大
切
に
携
帯
し
て
い
た
花
筐
を
ワ
キ
に
叩
き
落
と
さ
れ
、
シ
テ
は
憤
慨

し
な
が
ら
言
い
返
す
。
そ
し
て
皇
子
へ
の
恋
慕
を
語
り
舞
う
〈
ク
ル
イ
〉

小
段
へ
と
移
る
。
「
柏
崎
」
「
花
筐
」
と
も
に
、
ワ
キ
は
シ
テ
を
排
除
し
よ

う
と
し
て
、
結
果
、
狂
い
を
助
長
し
て
い
る
。
つ
ま
り
物
狂
能
に
お
い
て

も
、
妨
害
す
る
ワ
キ
の
役
割
は
、
物
狂
の
狂
い
を
か
え
っ
て
促
進
し
、
物

狂
の
心
情
即
ち
「
思
ひ
」
を
発
露
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
と
い
え
る
。

「
籠
太
鼓
」
で
は
、
シ
テ
は
ワ
キ
が
提
示
し
た
、
夫
の
居
場
所
を
言
え

ば
助
け
て
や
る
と
い
う
条
件
に
抗
う
。
そ
し
て
「
さ
る
に
て
も
我
夫
は
い

づ
く
に
あ
る
ら
ん
、
な
う
心
が
乱
れ
さ
ぶ
ら
ふ
に
や
、
乱
る
ゝ
は
柳
の
髪

か
春
雨
の
、
涙
に
む
せ
ぶ
心
か
な
」
と
一
層
心
を
乱
す
。
「
籠
太
鼓
」
の

ワ
キ
が
釈
放
の
条
件
を
出
す
と
い
う
特
殊
な
ワ
キ
で
あ
る
こ
と
は
第
二
節

で
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
妨
害
す
る
ワ
キ
と
同
じ
効
果
を
発
揮
し
、
条
件
に

納
得
い
か
な
い
シ
テ
は
出
牢
を
拒
否
し
て
さ
ら
に
狂
う
。

つ
ま
り
、
ワ
キ
が
阻
む
こ
と
で
シ
テ
が
「
思
ひ
」
を
表
明
し
、
ワ
キ
が

心
動
か
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
は
、
籠
物
と
物
狂
能
に
共
通
す
る
。
そ
し
て

「
籠
太
鼓
」
も
同
一
の
手
法
を
と
る
と
い
え
る
。
籠
物
と
物
狂
能
の
組
み

合
わ
せ
が
成
さ
れ
た
の
は
、
シ
テ
と
ワ
キ
の
役
割
に
こ
う
し
た
共
通
点
が

あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
「
籠
太
鼓
」
が
籠
物
の
手
法
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
を
考
察

し
た
。
第
一
節
で
籠
物
を
分
類
整
理
し
「
籠
太
鼓
」
の
特
徴
を
見
出
し
た
。

そ
の
特
徴
か
ら
第
二
節
で
は
「
籠
太
鼓
」
の
救
済
の
場
面
に
着
目
し
、
籠

物
の
交
渉
の
手
法
を
応
用
し
た
上
、
ワ
キ
が
譲
歩
し
シ
テ
が
条
件
を
呑
む

と
い
う
、
籠
物
に
な
い
形
態
を
と
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
第
三
節
で
は

物
狂
能
と
籠
物
に
共
通
す
る
、
シ
テ
が
ワ
キ
の
妨
害
に
反
発
し
て
意
志
を

表
明
す
る
点
が
、
「
籠
太
鼓
」
に
お
け
る
両
者
の
融
合
に
活
か
さ
れ
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
。

第
二
章

狂
乱
の
芸
能

「
籠
太
鼓
」
の
シ
テ
の
狂
乱
は
、
ワ
キ
の
赦
免
の
申
し
出
を
断
り
な
が

ら
、
籠

（
十
七
）

を
夫
の
形
見
と
み
な
し
、
そ
れ
を
発
端
と
し
て
籠
に
付
け
ら

れ
た
太
鼓
を
打
つ
歌
舞
〈
段
歌

（
十
八
）

〉
へ
と
至
る
。
「
班
女
」
「
花
筐
」
と

い
っ
た
世
阿
弥
の
「
恋
慕
の
物
狂
能
」
に
お
い
て
は
、
形
見
が
物
狂
の
狂

乱
を
象
徴
す
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
章

第
一
節
で
は
ま
ず
、
籠
を
形
見
と
す
る
点
に
つ
い
て
世
阿
弥
作
品
と
比
較

し
、
そ
の
差
異
を
検
証
し
た
上
で
「
籠
太
鼓
」
の
独
自
性
を
考
察
す
る
。

さ
ら
に
「
籠
太
鼓
」
に
は
、
重
視
す
べ
き
構
造
と
し
て
〈
段
歌
〉
が
救

済
に
繋
が
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
物
狂
能
で
は
物
狂
の
狂

乱
の
芸
が
ワ
キ
の
憐
み
を
誘
い
再
会
を
も
た
ら
す
の
で
、
「
籠
太
鼓
」
も

そ
れ
に
類
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
「
籠
太
鼓
」
で
は
再
会
で
は

な
く
、
ま
ず
は
救
済
（
後
に
再
会
）
を
も
た
ら
す
こ
と
、
ま
た
、
籠
物
で

は
籠
者
の
芸
能
が
救
済
に
ま
で
関
連
す
る
曲
が
な
い
こ
と
、
狂
乱
の
芸
に

心
動
か
さ
れ
た
ワ
キ
の
言
葉
が
他
の
「
恋
慕
の
物
狂
能
」
等
に
み
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
籠
太
鼓
」
の
芸
能
が
救
済
に
繋

が
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
一
節

「
形
見
の
類
型
表
現
」
と
の
差
異

「
籠
太
鼓
」
の
籠
は
罪
人
を
収
容
す
る
獄
舎
と
し
て
で
は
な
く
、
シ
テ

に
と
っ
て
は
夫
の
形
見
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

ワ
キ
「
や
さ
し
き
女
の
い
ひ
事
か
な
と
、
手
づ
か
ら
籠
の
戸
を
ひ
ら
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き
、
は
や
こ
れ
ま
で
ぞ
と
く
出
よ
」

シ
テ
「
御
心
ざ
し
は
有
難
け
れ
ど
も
、
夫
に
か
は
れ
る
此
身
な
れ
ば
、

こ
の
籠
の
内
を
ば
出
づ
ま
じ
や
、
是
こ
そ
形
見
よ
な
つ
か
し

や
」

思
慕
を
抱
く
人
物
の
形
見
に
こ
と
寄
せ
て
シ
テ
が
自
ら
の
心
情
を
語
る

と
い
う
の
は
、
世
阿
弥
作
「
松
風
」
「
松
浦
」
「
班
女
」
「
花
筐
」
に
共
通

す
る
。
筆
者
は
前
稿

（
十
九
）

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
曲
に
、
シ
テ
が
形
見
を

手
に
語
る
心
情
の
類
型
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①

形
見
を
②
見
た
り
離
さ
ず
寄
り
添
う
と
、
③
別
れ
た
人
の
姿
が
髣
髴
と
し

て
く
る
た
め
に
、
④
か
え
っ
て
辛
く
な
り
恋
し
い
思
い
が
増
し
て
、
⑤
忘

れ
よ
う
と
し
て
も
忘
れ
ら
れ
ず
、
⑥
涙
に
く
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
こ

の
類
型
を
「
世
阿
弥
の
形
見
描
写
」
と
定
義
し
た
。
「
松
風
」
を
例
に
確

認
す
る
。

〈
ク
セ
〉
地
「
あ
は
れ
い
に
し
へ
を
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
懐
か
し
や
、
行

平
の
中
納
言
、
三
年
は
こ
こ
に
須
磨
の
浦
、
都
へ
上
り
給
ひ
し
が
、

こ
の
程
の
形
見
と
て
、
①
お
ん
立
烏
帽
子
狩
衣
を
、
残
し
置
き
給
へ

ど
も
、
こ
れ
を
②
見
る
た
び
に
、
④
い
や
増
し
の
思
ひ
草
、
葉
末
に

結
ぶ
露
の
間
も
、
⑤
忘
ら
れ
ば
こ
そ
あ
ぢ
き
な
や
、
形
見
こ
そ
、
今

は
徒
な
れ
こ
れ
な
く
は
、
忘
る
る
隙
も
あ
り
な
ん
と
、
詠
み
し
も
理

や
、
④
な
ほ
思
ひ
こ
そ
は
深
け
れ
。」
シ
テ
「
宵
々
に
、
脱
ぎ
て
わ
が

寝
る
狩
り
衣
」
地
「
か
け
て
ぞ
頼
む
同
じ
世
に
、
住
む
か
ひ
あ
ら
ば

こ
そ
、
忘
れ
形
見
も
由
な
し
と
、
捨
て
て
も
置
か
れ
ず
、
取
れ
ば
③

面
影
に
立
ち
増
さ
り
、
起
き
臥
し
分
か
で
枕
よ
り
、
後
よ
り
恋
の
責

め
来
れ
ば
、
⑥
せ
ん
方
涙
に
、
伏
し
沈
む
こ
と
ぞ
悲
し
き
。
」

松
風
の
亡
霊
（
シ
テ
）
は
、
行
平
が
形
見
に
残
し
た
①
立
烏
帽
子
と
狩
衣

を
②
見
る
た
び
に
、

④
い
よ
い
よ
行
平
へ
の
思
い
が
増
し
て
、
つ
か
の

間
さ
え
⑤
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
に
ど
う
に
も
で
き
な
い
、
と
嘆
き
、
形
見

さ
え
な
け
れ
ば
持
ち
主
を
忘
れ
る
時
も
あ
る
の
に
、
と
の
歌
も
道
理
だ
、

④
形
見
の
せ
い
で
恋
し
さ
は
深
ま
る
ば
か
り
だ
、
と
言
う
。
続
け
て
、
忘

れ
形
見
を
捨
て
置
く
こ
と
も
で
き
ず
、
手
に
取
れ
ば
③
行
平
の
面
影
が
眼

前
に
現
れ
る
よ
う
で
、起
き
て
も
寝
て
も
恋
の
責
め
苦
に
苛
ま
れ
る
の
で
、

⑥
ど
う
し
よ
う
も
な
く
涙
に
沈
ん
で
し
ま
う
、
と
悲
し
む
。

こ
の
「
世
阿
弥
の
形
見
描
写
」
が
、
籠
を
形
見
と
す
る
「
籠
太
鼓
」
で

適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

シ
テ
「
御
心
ざ
し
は
有
難
け
れ
ど
も
、
夫
に
か
は
れ
る
此
身
な
れ
ば
、

此
籠
の
内
を
ば
い
づ
ま
じ
や
、
①
是
こ
そ
形
見
よ
な
つ
か
し
や
」

〈
歌
〉
地
「
む
ざ
ん
や
我
夫
の
身
に
か
は
り
た
る
籠
の
内
、
②
い
づ

ま
じ
や
雨
の
夜
の
つ
き
ぬ
名
残
ぞ
［
⑥
］
か
な
し
き
、

西
楼
に
月

落
ち
て
花
の
間
も
添
ひ
果
て
ぬ

、
契
り
ぞ
薄
き
灯
火
の
、
残
り
て

こ
が
る
る
影
は
づ
か
し
き
我
身
か
な
」

ま
ず
シ
テ
は
籠
を
夫
の
①
形
見
と
み
な
し
て
懐
か
し
む
。
ま
た
夫
の
籠

だ
か
ら
と
籠
か
ら
②
出
ま
い
と
す
る
。
形
見
と
離
れ
ま
い
と
す
る
行
動
は
、

「
花
筐
」
で
シ
テ
が
形
見
の
花
籠
を
「
保
ち
し
筐
」
と
し
、
「
班
女
」
で

か
た
み

シ
テ
が
形
見
の
扇
を
「
身
を
離
さ
で
持
ち
た
る
」
の
と
共
通
し
、
「
世
阿

弥
の
形
見
描
写
」
と
一
致
す
る
。
⑥
涙
に
く
れ
る
に
該
当
す
る
詞
章
は
な

い
が
、
型
付

（
二
十
）

に
は
「
「
つ
き
ぬ
名
残
ぞ
か
な
し
き
」
と
、
な
き
〳
〵

ぺ
つ
た
り
と
居
ル
」
と
涙
を
流
す
し
ぐ
さ
が
あ
る
た
め
、
［
⑥
］
と
し
て

示
し
た
。

続
い
て
、
籠
に
掛
け
ら
れ
た
鼓
を
打
つ
場
面
に
つ
い
て
も
「
世
阿
弥
の

形
見
描
写
」
と
一
致
す
る
か
検
証
す
る
。

〈
段
歌
〉
地
「
鼓
の
声
も
時
ふ
り
て
、
〳
〵
、
日
も
西
山
に
傾
け
ば
、

夜
の
空
も
近
づ
く
六
つ
の
鼓
う
た
ふ
よ
、
五
つ
の
鼓
は
偽
り
の
、
契
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り
あ
だ
な
る
つ
ま
琴
の
、
引
離
れ
い
づ
く
に
か
、
我
ご
と
く
忍
寝
の

や
は
ら
〳
〵
う
た
ふ
よ
や
、
や
は
ら
〳
〵
う
た
ふ
よ
、
四
の
鼓
は
世

の
中
に
、
〳
〵
、
恋
と
い
ふ
事
も
、
恨
み
と
い
ふ
事
も
、
な
き
な
ら

ひ
な
ら
ば
、
ひ
と
り
物
は
思
は
じ
」
シ
テ
「
九
つ
の
」
地
「
九
つ
の
、

夜
半
に
も
な
り
た
り
や
、
あ
ら
恋
し
我
夫
の
、
③
面
影
に
立
た
り
、

嬉
し
や
せ
め
て
げ
に
、
身
替
に
た
ち
て
こ
そ
は
、
二
世
の
甲
斐
も
あ

る
べ
け
れ
、
此
籠
②
出
る
事
あ
ら
じ
、
な
つ
か
し
の
此
籠
や
あ
ら
な

つ
か
し
の
此
籠
［
⑥
］」

シ
テ
の
狂
乱
の
中
で
も
眼
目
と
な
る
こ
の
〈
段
歌
〉
は
、
籠
に
掛
け
ら

れ
た
鼓
を
打
ち
な
が
ら
狂
い
舞
う
小
段
で
あ
る
。
形
見
と
み
な
し
た
籠
に

つ
い
て
シ
テ
は
、
②
「
出
る
事
あ
ら
じ
」
と
籠
を
出
る
こ
と
は
せ
ず
、「
な

つ
か
し
の
此
籠
や
」
と
籠
に
親
し
み
を
抱
い
て
い
る
。
ま
た
③
「
面
影
に

立
た
り
」
と
い
う
表
現
は
、
「
松
風
」
で
形
見
の
衣
装
を
手
に
し
た
シ
テ

が
③
「
面
影
に
立
ち
増
さ
り
」
と
、
行
平
の
姿
が
眼
前
に
現
れ
る
か
の
よ

う
だ
と
す
る
部
分
や
、
「
花
筐
」
の
〈
ク
ル
イ
〉
で
シ
テ
が
花
筐
が
あ
る

と
昔
の
皇
子
の
仕
草
ま
で
が
髣
髴
と
し
て
き
て
、
③
「
お
ん
面
影
は
身
に

添
ひ
て
」
と
述
べ
る
箇
所
と
近
似
し
て
い
る
。［
⑥
］
と
し
た
部
分
で
は
、

型
付
に
「
〈
な
つ
か
し
の
〉
と
左
に
て
戸
引
よ
せ
た
て
ゝ
、〈
此
ろ
う
や
〉

と
か
ほ
ゝ
上
、
〈
あ
ら
な
つ
か
し
の
此
ろ
う
や
〉
と
、
な
き
〳
〵
つ
く
ば

う
。
」
と
、
涙
を
流
す
演
出
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
籠
太
鼓
」
に
は
、「
世

阿
弥
の
形
見
描
写
」
の
①
～
③
の
類
型
表
現
が
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
、
世
阿
弥
作
品
で
の
心
情
描
写
と
し
て
重
要
な
④
か
え
っ

て
辛
く
な
り
恋
し
い
思
い
が
増
す
⑤
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
忘
れ
ら
れ
ず
、

と
い
っ
た
部
分
は
な
い
。

ま
た
「
籠
太
鼓
」
は
、
何
を
形
見
と
す
る
か
、
そ
の
設
定
に
つ
い
て
世

阿
弥
作
品
と
大
き
く
異
な
る
。
世
阿
弥
作
品
で
は
、
扇
（
「
班
女
」
）
、
花

籠
（
「
花
筐
」
）
の
ほ
か
烏
帽
子
直
垂
（
「
松
風
」
）
、
鏡
（
「
松
浦
」
）
な
ど
、

日
常
生
活
の
中
に
元
々
あ
っ
た
物
、
持
ち
主
が
使
い
慣
ら
し
た
思
い
出
深

い
物
が
形
見
で
、
持
ち
主
を
感
じ
る
よ
す
が
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
籠

太
鼓
」
の
「
籠
」
は
関
の
清
次
が
一
時
捉
え
ら
れ
た
だ
け
の
陰
鬱
な
場
所

で
あ
る
。
籠
に
掛
け
ら
れ
た
鼓
も
、
籠
者
を
見
張
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た

道
具
で
、
清
次
と
の
関
係
は
な
い
。
つ
ま
り
「
籠
太
鼓
」
で
は
世
阿
弥
作

品
と
違
い
、
形
見
の
主
と
の
関
わ
り
が
希
薄
な
籠
（
の
太
鼓
）
が
形
見
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

「
籠
太
鼓
」
の
シ
テ
は
「
夫
に
か
は
れ
る
此
身
な
れ
ば
、
此
籠
の
内
を

ば
い
づ
ま
じ
や
、
是
こ
そ
形
見
よ
な
つ
か
し
や
」
と
主
張
し
て
い
た
。
シ

テ
独
自
の
こ
の
論
理
は
、
己
の
み
が
赦
免
さ
れ
る
の
を
断
る
方
便
と
し
て
、

咄
嗟
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
テ
が
独
自
の
論
を
展
開

す
る
場
面
は
、
物
狂
能
に
度
々
見
ら
れ
る
。

シ
テ
「
あ
ら
嬉
し
や
、
あ
れ
に
行
平
の
お
立
ち
あ
る
が
、
松
風
と
召

さ
れ
さ
む
ら
ふ
ぞ
や
、
い
で
参
ら
う
」

ツ
レ
「
（
略
）
あ
れ
は
松
に
て
こ
そ
候
へ
、
行
平
は
お
ん
入
り
も
さ

む
ら
は
ぬ
も
の
を
」

シ
テ
「
う
た
て
の
人
の
言
ひ
事
や
、
あ
の
松
こ
そ
は
行
平
よ
、
た
と

ひ
暫
し
は
別
か
る
る
と
も
、
待
つ
と
し
聞
か
ば
帰
り
来
ん
と
、

連
ら
ね
給
ひ
し
言
の
葉
は
い
か
に
」

（
「
松
風
」
）

「
松
風
」
の
シ
テ
（
松
風
）
は
狂
気
を
帯
び
、
松
を
見
て
行
平
だ
と
主

張
す
る
。
諭
す
ツ
レ
に
は
和
歌
を
以
て
反
論
し
、
か
え
っ
て
た
し
な
め
る
。

つ
ま
り
「
籠
太
鼓
」
の
形
見
の
特
徴
は
、
世
阿
弥
作
品
の
形
見
と
異
な

り
、
持
ち
主
や
物
狂
と
の
関
係
が
希
薄
で
本
来
形
見
に
な
り
得
な
い
籠
と

い
う
物
が
、
シ
テ
の
独
断
で
形
見
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
で
は
こ
の

関
係
の
希
薄
さ
を
解
消
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
目
に
は
故
事
の
引
用
が
考
え
ら
れ
る
。
シ
テ
が
鼓
を
打
つ
〈
段
歌
〉

の
前
に
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。

シ
テ
「
な
う
此
鼓
は
何
の
た
め
に
か
け
ら
れ
て
候
ぞ
」

ワ
キ
「
あ
れ
こ
そ
合
図
の
鼓
に
て
候
へ
」

シ
テ
「
面
白
し
〳
〵
、
異
国
に
も
さ
る
例
あ
り
、
か
や
う
に
鼓
を
か

け
て
時
を
守
り
し
事
も
あ
り
、
さ
れ
ば
そ
の
心
を
得
て
古
き

歌
に
、
時
守
の
う
ち
な
す
鼓
声
聞
け
ば
、
時
に
は
な
り
ぬ
、

君
は
お
そ
く
て
」

シ
テ
は
異
国
の
例

（
二
十
一
）

と
本
朝
の
例
（
万
葉
歌
「
時
守
の
～
」
）
に
倣

っ
て
、
鼓
を
打
つ
と
い
う
。
時
を
数
え
な
が
ら
思
い
人
を
待
つ
、
と
い
う

恋
の
歌
を
真
似
て
、
自
ら
も
時
を
数
え
な
が
ら
恋
し
い
清
次
を
偲
ぼ
う
と

す
る
。
故
事
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
自
分
が
恋
し
い
人
の
た
め
に

籠
太
鼓
を
打
つ
こ
と
を
意
義
づ
け
、
さ
ら
に
は
籠
太
鼓
と
自
分
そ
し
て
夫

を
結
び
つ
け
る
。

二
つ
目
は
、
時
を
数
え
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
世
阿
弥
作
品
で
の
形

見
は
、
持
ち
主
が
愛
用
し
た
り
物
狂
が
長
旅
で
持
ち
歩
い
た
り
と
、
誰
か

と
長
い
時
を
共
有
し
た
物
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
を
持
た
ず
突
如
と
し
て

形
見
と
な
っ
た
籠
（
の
太
鼓
）
に
対
し
、
こ
れ
を
打
っ
て
時
を
数
え
る
こ

と
で
、
シ
テ
の
恋
慕
の
「
思
ひ
」
が
時
間
を
か
け
て
募
っ
て
い
く
様
を
表

現
す
る
。
四
つ
、
五
つ
、
六
つ
、
九
つ
と
時
を
告
げ
る
度
に
シ
テ
は
「
思

ひ
」
を
重
ね
、
籠
（
の
太
鼓
）
は
、
離
れ
が
た
い
因
縁
を
も
つ
も
の
に
な

る
。
故
事
に
倣
い
時
守
の
鼓
を
打
つ
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
籠

（
の
太
鼓
）
は
、
本
来
の
形
見
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

、
、
、
、
、
、

以
上
、
本
節
で
は
形
見
の
「
籠
」
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
形
見
を
用
い

て
シ
テ
の
心
情
を
描
写
す
る
手
法
「
世
阿
弥
の
形
見
描
写
」
は
、
「
籠
太

鼓
」
に
も
類
似
す
る
点
が
散
見
さ
れ
た
が
、
形
見
の
せ
い
で
か
え
っ
て
辛

く
な
る
と
い
う
部
分
を
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
は
籠
が
、
世
阿
弥
作
品
の
形

見
と
異
な
り
、
持
ち
主
や
物
狂
と
の
関
係
が
希
薄
で
、
シ
テ
の
独
断
で
決

め
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
シ
テ
は
、
故
事
に
倣
い
時
間
を
か

け
て
籠
太
鼓
を
打
つ
こ
と
で
、
夫
や
自
分
と
縁
の
な
い
籠
を
、
形
見
た
ら

し
め
た
の
だ
っ
た
。

第
二
節

「
や
さ
し
」
い
「
思
ひ
」

シ
テ
の
恋
慕
の
「
思
ひ
」
が
届
い
た
た
め
、
〈
段
歌
〉
の
の
ち
、
ワ
キ

は
シ
テ
に
三
度
目
の
赦
免
を
言
い
渡
す
。
籠
者
の
芸
能
が
救
済
に
影
響
す

る
籠
物
は
珍
し
い
。
「
籠
太
鼓
」
同
様
、
歌
舞
が
あ
る
籠
物
の
作
品
は
、

赦
免
・
帰
国
等
が
決
ま
っ
た
後
に
、
祝
言
の
意
味
合
い
を
持
つ
舞
が
あ
る

「
盛
久
」
「
唐
船
」
「
籠
景
清
」
「
権
守
」
、
白
拍
子
の
祇
王
が
処
刑
に
臨
む

父
の
後
生
善
所
を
祈
願
し
て
舞
う
「
籠
祇
王
」
、
籠
者
と
な
っ
た
新
野
兄

弟
が
世
を
儚
み
望
郷
の
念
を
尺
八
で
奏
で
る
「
籠
尺
八
」
が
あ
る
。
し
か

し
い
ず
れ
も
芸
能
が
救
済
を
導
く
に
は
至
ら
な
い
。
籠
者
の
芸
能
が
救
済

の
是
非
に
関
わ
る
こ
と
は
、
「
籠
太
鼓
」
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
本

節
で
は
「
籠
太
鼓
」
に
こ
の
特
徴
が
生
じ
た
理
由
を
、
赦
免
を
告
げ
る
ワ

キ
の
言
葉
を
中
心
に
検
証
し
、
シ
テ
が
抱
く
も
う
一
つ
の
「
思
ひ
」
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

ワ
キ
は
シ
テ
に

初
に
赦
免
を
告
げ
た
場
面
で
、
シ
テ
を
評
し
て
次
の

傍
線
部
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ワ
キ
「
（
略
）
い
づ
く
に
夫
の
有
所
、
知
ら
せ
ば
や
が
て
呼
び
と
つ

て
、
汝
を
籠
よ
り
出
す
べ
し
、
真
っ
直
ぐ
に
申
候
へ
」

シ
テ
「
あ
ら
愚
か
の
仰
せ
や
な
、
た
と
ひ
有
所
を
知
り
候
へ
ば
と
て
、
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あ
ら
は
し
夫
を
失
ふ
べ
き
か
、
そ
の
上
夫
の
有
所
、
夢
う
つ

つ
に
も
知
ら
ぬ
物
を
」

ワ
キ
「
や
さ
し
き
女
の
言
ひ
事
か
な
と
、
手
づ
か
ら
籠
の
戸
を
開
き
、

は
や
是
ま
で
ぞ
と
く
出
よ
」

シ
テ
「
御
心
ざ
し
は
有
難
け
れ
ど
も
、
夫
に
か
は
れ
る
此
身
な
れ
ば
、

此
籠
の
内
を
ば
い
づ
ま
じ
や
、
是
こ
そ
形
見
よ
な
つ
か
し
や
」

清
次
の
居
場
所
を
白
状
さ
せ
よ
う
と
す
る
ワ
キ
と
、
心
当
た
り
は
な
い

と
す
る
シ
テ
の
問
答
で
あ
る
が
、
ワ
キ
が
シ
テ
に
感
嘆
し
「
や
さ
し
き
女

の
言
ひ
事
か
な
」
と
述
べ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
二
十
二
）

。

な
ぜ
な
ら
通
常
、
物
狂
能
に
お
い
て
ワ
キ
が
シ
テ
を
評
価
す
る
時
の
「
や

さ
し
」
は
、
シ
テ
が
ワ
キ
の
意
表
を
突
く
風
雅
な
受
け
答
え
を
し
た
時
に

限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
と
し
て
「
隅
田
川
」
を
み
る
。

〈
上
歌
〉
地
「
・
・
隅
田
川
の
東
ま
で
、
思
へ
ば
限
り
な
く
、
遠
く

も
来
ぬ
る
も
の
か
な
、
さ
り
と
て
は
渡
し
守
り
、
舟
こ
ぞ
り
て
狭
く

と
も
、
乗
せ
さ
せ
給
へ
渡
し
守
り
、
さ
り
と
て
は
乗
せ
て
賜
び
給
へ
」

ワ
キ
「
か
か
る
優
し
き
狂
女
こ
そ
候
は
ね
、
急
い
で
乗
ら
れ
候
へ
」

（
「
隅
田
川
」
）

「
隅
田
川
」
の
「
や
さ
し
」
は
、
物
狂
が
『
伊
勢
物
語
』
と
い
っ
た
古

典
へ
の
教
養
を
持
ち
、
か
つ
豊
か
な
感
受
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
驚
い

て
出
た
言
葉
と
捉
え
ら
れ
る
（
二
十
三
）

。
物
狂
能
以
外
の
「
や
さ
し
」
の
例

も
挙
げ
る
。

ワ
キ
「
見
申
せ
ば
色
々
の
物
を
売
り
候
ふ
中
に
、
難
波
の
葦
を
お
ん

売
り
候
ふ
こ
と
優
し
う
こ
そ
候
へ
」
シ
テ
「
さ
ん
候
ふ
こ
の
あ
た
り

に
て
は
売
る
人
も
買
う
人
も
た
だ
な
に
と
な
く
扱
ふ
と
こ
ろ
に
、
都

の
人
と
て
難
波
の
葦
を
ご
賞
翫
こ
そ
返
す
が
へ
す
も
優
し
う
候
へ
」

（
「
芦
刈
」
）

「
芦
刈
」
（
世
阿
弥
作
）
で
は
、
難
波
の
葦
が
和
歌
の
世
界
で
有
名
で

あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
、
互
い
に
そ
の
理
解
あ
る
心
を
「
や
さ
し
」

と
讃
え
合
う
（
二
十
四
）

。

以
上
の
例
に
対
し
「
籠
太
鼓
」
の
「
や
さ
し
」
は
、
シ
テ
の
雅
に
感
じ

た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
「
籠
太
鼓
」
の
こ
の
「
や
さ
し
」
は
、
武
士

が
自
分
の
命
も
顧
み
ず
戦
い
に
赴
く
際
な
ど
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
、
強

い
意
志
を
高
く
評
価
す
る
「
や
さ
し
」
に
、
近
い
意
味
合
い
を
含
ん
で
い

る
（
二
十
五
）

。
例
を
み
て
い
こ
う
。

「
（
略
）
父
が
打
死
の
処
に
て
、
同
じ
く
命
を
止
め
て
、
そ
の
望
み

を
達
し
候
は
ん
」
と
、
慇
懃
に
事
を
請
う
て
、
泪
ぐ
み
て
ぞ
立
つ
た

り
け
る
。

一
の
関
を
堅
め
た
る
兵
五
十
余
人
、
そ
の
志
高
く
し
て
、
義
に
向

ふ
と
こ
ろ
の
や
さ
し
く
哀
れ
な
る
を
感
じ
て
、
た
ち
ま
ち
に
木
戸
を

開
き
、
逆
木
を
引
き
の
け
け
れ
ば
、
資
忠
城
中
へ
喚
い
て
懸
け
入
り
、

五
十
余
人
の
敵
と
火
を
散
ら
し
て
切
り
合
ひ
け
る
が
、
つ
ひ
に
父
が

打
た
れ
し
そ
の
跡
に
て
、
太
刀
を
口
に
く
は
へ
て
馬
よ
り
逆
に
飛
び

落
ち
、
貫
か
れ
て
こ
そ
死
に
け
れ
。

（
『
太
平
記
』
巻
六
・
人
見
本
間
討
死
の
事

（
二
十
六
）

）

父
と
同
じ
所
で
死
に
た
い
と
い
う
、
資
忠
の
ひ
た
む
き
な
「
や
さ
し
」

い
思
い
が
敵
の
心
を
動
か
し
、
願
い
は
聞
き
入
れ
ら
れ
る
。
武
士
の
志
や

義
は
死
ん
で
も
貫
く
べ
き
と
い
う
、
武
士
の
生
き
ざ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
。

子
息
弥
三
郎
尋
ね
行
き
て
、
命
に
替
ら
ん
と
懃
に
所
望
し
け
る
を
、

父
入
道
、
「
全
く
我
が
子
に
あ
ら
ず
」
と
陳
じ
け
る
を
、
子
息
弥
三

郎
涙
を
拭
ひ
て
申
し
け
る
は
、
「
（
略
）
そ
も
そ
も
父
子
の
儀
に
て
候

は
ず
は
、
か
か
る
処
へ
尋
ね
参
り
て
、
御
命
に
替
ら
ん
と
申
し
候
べ
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き
か
。
な
か
な
か
還
つ
て
愚
な
る
事
候
ふ
や
」
と
申
し
け
れ
ば
、
警

固
の
武
士
も
こ
れ
を
聞
き
て
、
そ
ぞ
ろ
に
涙
を
ぞ
流
し
け
る
。（
略
）

今
河
入
道
心
省
こ
れ
を
聞
き
て
、
父
子
の
高
義
の
、
哀
れ
に
や
さ
し

き
事
を
感
じ
て
、
父
子
と
も
に
死
罪
を
許
さ
れ
た
り
。

（
『
太
平
記
』
巻
三
七
・
畠
山
道
誓
関
東
没
落
の
事
）

父
の
代
わ
り
に
殺
し
て
ほ
し
い
と
尋
ね
て
来
た
息
子
を
父
が
一
度
は
拒

絶
す
る
筋
は
、
籠
物
の
「
鞆
」
等
に
よ
く
似
て
お
り
、
自
分
の
命
を
な
げ

う
っ
て
ま
で
父
へ
の
奉
仕
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
、
武
士
は
皆
心
打

た
れ
、
「
や
さ
し
」
さ
に
感
じ
た
結
果
、
父
子
共
に
死
罪
を
免
れ
る
。
籠

物
の
「
春
栄
」
で
は
、
春
栄
が
訪
ね
て
き
た
兄
を
家
人
と
偽
り
、
追
い
返

そ
う
と
し
て
「
い
か
に
汝
は
三
世
の
誼
を
思
ひ
、
こ
れ
ま
で
遙
ば
る
来
り

た
る
志
し
、
返
す
が
へ
す
も
優
し
け
れ
」
と
言
う
（
二
十
七
）

。

「
籠
太
鼓
」
の
シ
テ
も
ま
た
、
我
が
身
の
安
全
を
保
つ
こ
と
よ
り
も
、

清
次
の
命
を
「
失
ふ
」
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
る
。
白
状
す
れ
ば
釈
放
し

て
や
る
と
ワ
キ
に
言
わ
れ
て
も
、
「
夫
に
か
は
れ
る
此
身
」
（
点
線
部
）
だ

か
ら
と
籠
を
動
こ
う
と
し
な
い
。
「
身
代
わ
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
籠
太

鼓
を
打
つ
〈
段
歌
〉
の

後
に
も
み
え
る
。

地
「
・
・
あ
ら
恋
し
我
夫
の
、
面
影
に
立
た
り
、
嬉
し
や
せ
め
て
げ

に
、
身
代
わ
り
に
た
ち
て
こ
そ
は
、
二
世
の
甲
斐
も
あ
る
べ
け
れ
、

此
籠
出
る
事
あ
ら
じ
、
な
つ
か
し
の
此
籠
や
あ
ら
な
つ
か
し
の
此
籠
」

シ
テ
は
、
二
世
を
契
る
夫
婦
と
な
っ
た
甲
斐
も
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
、

と
述
べ
、
夫
の
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
満
足
感
を
得
て
い
る
。

一
度
目
に
赦
免
を
告
げ
ら
れ
た
時
、
シ
テ
は
保
身
に
走
ら
ず
、
夫
の
身

代
わ
り
に
な
る
と
い
う
意
志
、「
や
さ
し
」
い
「
思
ひ
」
を
み
せ
て
い
た
。

そ
の
姿
勢
は
籠
太
鼓
を
打
つ
〈
段
歌
〉
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
た
。
シ

テ
は
歌
舞
に
お
い
て
、
己
が
身
を
捨
て
て
夫
・
清
次
の
命
を
守
ろ
う
と
い

う
覚
悟
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。
籠
者
の
芸
能
が
救
済
の
是
非
に
関
わ
る
の

は
、
シ
テ
が
常
に
夫
を
庇
う
意
志
を
変
え
ず
明
確
に
し
て
い
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
（
二
十
八
）

。〈
段
歌
〉
を
核
と
す
る
「
籠
太
鼓
」
の
狂
乱
の
芸
能
は
、

窮
状
に
あ
る
シ
テ
が
、
機
転
を
も
っ
て
籠
を
形
見
と
み
な
し
、
逃
亡
し
た

清
次
へ
の
恋
し
い
「
思
ひ
」
と
、
清
次
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
「
思
ひ
」

を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
能
」
で
は
、
物
狂
の
「
思
ひ
」

離
別
し
た
相
手

│

へ
の
心
情

が
主
題
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
「
籠
太
鼓
」
が
、
物
狂
の
ど

│

の
よ
う
な
「
思
ひ
」
を
、
ど
う
い
う
手
法
で
表
現
し
た
か
を
論
じ
て
き
た
。

「
籠
太
鼓
」
は
籠
物
の
趣
向
を
用
い
て
救
済
を
め
ぐ
る
交
渉
を
描
い
て
い

た
が
、
ワ
キ
が
譲
歩
し
シ
テ
が
条
件
を
呑
む
と
い
う
、
籠
物
に
な
い
展
開

を
み
せ
て
い
た
。
籠
物
の
趣
向
が
と
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
物
狂
能
と
籠

物
で
は
、
ワ
キ
に
反
発
す
る
こ
と
で
シ
テ
が
「
思
ひ
」
を
表
出
さ
せ
る
と

い
う
、
シ
テ
と
ワ
キ
の
関
係
性
が
一
致
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
た

〈
段
歌
〉
を
中
心
と
し
た
狂
乱
の
芸
に
は
、
籠
を
形
見
と
し
、
救
済
を
も

た
ら
す
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
形
見
を
通
し
て
シ
テ
の
「
思
ひ
」
を
表

現
す
る
の
は
世
阿
弥
作
品
と
共
通
す
る
が
、
シ
テ
と
縁
薄
い
物
が
シ
テ
の

独
断
で
形
見
に
な
る
点
は
異
な
る
。
シ
テ
は
故
事
に
倣
い
時
を
か
け
て
太

鼓
を
打
つ
こ
と
で
、
無
縁
の
籠
に
恋
慕
の
「
思
ひ
」
を
託
し
、
夫
の
身
代

わ
り
と
な
る
覚
悟
を
示
し
た
。
ワ
キ
は
、
シ
テ
の
武
士
の
妻
と
し
て
の
「
や

さ
し
」
さ
に
感
じ
て
、
夫
と
も
ど
も
罪
を
免
じ
た
の
だ
っ
た
。

「
籠
太
鼓
」
は
、
籠
物
の
趣
向
を
用
い
る
こ
と
や
、
再
会
の
相
手
が
登

場
し
な
い
等
の
こ
と
か
ら
、
物
狂
能
研
究
で
は
定
型
成
立
後
の
応
用
型
に
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分
類
さ
れ

（
二
十
九
）

、
変
種
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
だ
が
、

本
来
物
狂
能
と
は
、
別
離
と
再
会
の
場
面
を
描
く
こ
と
を

重
要
と
す
る

能
で
は
な
い
。
世
阿
弥
が
言
う
よ
う
に
、
物
狂
の
狂
乱
の
有
様
を
存
分
に

表
現
す
る
こ
と
が
第
一
で
、
必
ず
し
も
感
動
の
再
会
を
演
出
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
籠
太
鼓
」
は
世
阿
弥
の
死
後
に
、
世
阿
弥
が
説

く
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
能
」
の
本
質
を
継
承
し
つ
つ
、
し
か
し
再
会
の
場

面
を
除
い
て
、
独
自
の
手
法
で
作
ら
れ
た
物
狂
能
だ
っ
た
。
籠
物
の
手
法

を
借
り
て
、
物
狂
の
恋
慕
の
「
思
ひ
」
と
自
己
犠
牲
の
「
思
ひ
」
を
、
赦

免
の
交
渉
と
狂
乱
の
芸
能
に
よ
っ
て
表
現
し
た
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
『
風
姿
花
伝
』
「
第
二
物
学
条
々
・
物
狂
」
（
『
世
阿
弥

禅
竹
』
日
本
思
想

大
系
）
に
よ
る
。

（
二
）『
飯
尾
宅
御
成
記
』（
『
群
書
類
従
』
巻
四
〇
九
武
家
部
十
）
に
よ
る
。

（
三
）
観
世
正
盛
（
一
四
二
九
～
一
四
七
〇
）
は
観
世
元
重
（
一
三
九
八
～
一
四

六
七
）
の
子
。
元
重
は
六
〇
歳
頃
出
家
し
て
音
阿
弥
と
称
し
、
大
夫
を
正
盛

に
譲
っ
た
。

（
四
）
当
該
部
分
は
永
正
九
～
十
三
年
の
間
の
禅
鳳
の
弟
子
に
よ
る
聞
書
で
あ
る
。

『
禅
鳳
雑
談
』
は
『
金
春
古
傳
書
集
成
』
（
表
章

伊
藤
正
義

校
注
・
一
九

六
九
年
・
わ
ん
や
書
店
）
に
よ
る
。

（
五
）
伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集
』（
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
解
題
」
）

に
よ
る
。

（
六
）
竹
本
幹
夫
「
「
親
子
物
狂
能
」
考
」
（
『
観
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』

一
九
九
九
年
・
明
治
書
院
）
第
二
部
第
一
章
参
照
。

（
七
）
大
谷
節
子
『
世
阿
弥
の
中
世
』
（
二
〇
〇
七
年
・
岩
波
書
店
）
の
第
三
章

第
一
節
の
「
二

物
狂
能
の
二
類
型
」
に
お
け
る
分
類
。

（
八
）
三
宅
晶
子
「
作
品
研
究

『
籠
太
鼓
』
」（
『
観
世
』
五
十
二
巻
十
一
月
号
）
。

こ
の
他
「
籠
太
鼓
」
の
作
品
研
究
は
、
歴
史
学
的
観
点
か
ら
論
じ
た
坂
井
孝

一
氏
の
「
能
「
籠
太
鼓
」
と
中
世

―
歴
史
学
的
視
角
に
よ
る
作
品
研
究

の
試
み

―
」
（
『
芸
能
の
中
世
』
五
味
文
彦
編
・
二
〇
〇
〇
年
・
吉
川
弘

文
館
）
が
あ
る
。

（
九
）
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
三
宅
氏
の
籠
物
分
類
を
参
考
に
し
た
（
前
掲
注

（
八
）
）
。
三
宅
氏
は
籠
物
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
籠
物
の
籠
物
た
る
所
以
は

身
柄
の
拘
束
に
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
が
曲
の
終
結
で
あ
り
（
死
を

も
含
む
）
、
故
に
各
曲
の
特
色
は
脱
出
の
方
法
と
、
状
況
の
悲
惨
さ
の
表
現

法
に
あ
る
。
故
に
、
①
身
柄
の
拘
束
、
②
救
済
（
脱
出
）
、
③
悲
惨
さ
の
訴

え
を
、
籠
物
の
三
要
素
と
し
、
こ
れ
を
満
た
す
も
の
を
籠
物
と
考
え
た
い
。
」

と
す
る
。

（
十
）
全
百
九
十
七
冊
。
も
と
二
百
冊
揃
い
本
。
松
井
文
庫
蔵
。
室
町
後
期
の
写
。

ワ
キ
や
ア
イ
の
詞
部
分
を
中
心
に
、
後
世
の
も
の
と
思
わ
れ
る
書
き
入
れ
が

多
く
み
ら
れ
る
。

（
十
一
）
こ
の
シ
テ
の
詞
に
つ
い
て
、
諸
本
は
「
御
誓
言
在
て
御
聞
せ
ら
れ
候
へ
、

思
ひ
事
な
く
切
ら
れ
申
さ
う
ず
る
に
て
候
」（
川
瀬
本
）「
御
誓
言
有
て
聞
せ

ら
れ
候
へ
。
思
ひ
を
く
事
な
く
き
ら
れ
申
た
く
候
」
（
上
杉
本
）
と
し
、
重

大
な
決
断
を
下
す
に
あ
た
っ
て
誓
言
を
必
要
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。

（
十
二
）
ど
の
曲
も
「
〇
〇
八
幡
」
の
「
〇
〇
」
に
は
「
弓
矢
」
「
当
社
」
の
ほ

か
曲
の
舞
台
と
な
っ
た
地
名
が
入
る
。
「
籠
太
鼓
」
は
松
浦
が
舞
台
で
あ
る

た
め
、「
諏
訪
八
幡
」
は
浜
崎
村
（
旧
東
松
浦
郡
浜
玉
町
）
の
諏
訪
神
社
（
延

暦
三
年
創
建
、
応
仁
の
乱
で
焼
失
後
再
建
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
十
三
）
籠
物
以
外
の
謡
曲
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。「（
地
）
あ
ら
も
の
も
の
し
や

お
の
れ
ら
よ
、
〳
〵
、
先
に
手
並
み
は
知
り
ぬ
ら
ん
、
そ
れ
に
も
懲
り
ず
討

ち
入
る
か
、
八
幡
も
ご
知
見
あ
れ
、
ひ
と
り
も
助
け
て
遣
ら
じ
も
の
を
と
、
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小
口
に
立
つ
て
ぞ

待
ち
か
け
た
る
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
烏
帽
子
折
」
）

（
十
四
）
前
掲
注
（
八
）。

（
十
五
）
三
宅
氏
は
「
シ
テ
の
行
為
に
感
動
し
た
主
人
の
意
向
で
運
命
が
好
転
す

る
点
は
〈
唐
船
〉
と
共
通
す
る
。
こ
れ
は
〈
土
車
・
百
萬
〉
等
物
狂
能
に
多

く
見
ら
れ
る
、
一
旦
は
無
視
し
な
が
ら
シ
テ
の
姿
に
感
動
し
て
出
合
い
を
導

く
ワ
キ
の
役
割
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
る
（
前
掲
注
（
八
）
）
。

（
十
六
）
「
柏
崎
」
の
ワ
キ
は
亡
夫
の
家
来
で
、
前
場
の
み
登
場
し
シ
テ
に
形
見

を
届
け
る
。
善
光
寺
が
舞
台
と
な
る
後
場
で
登
場
す
る
住
職
は
ワ
キ
ツ
レ
が

演
じ
る
。

（
十
七
）
籠
物
の
中
で
も
舞
台
上
に
籠
の
作
物
を
出
す
曲
は
、
「
籠
太
鼓
」「
籠
祇

王
」
に
限
ら
れ
る
。
他
の
曲
は
「
籠
者
」
「
籠
輿
」
等
、
籠
の
存
在
を
示
唆

す
る
語
は
あ
っ
て
も
、
現
物
は
出
さ
ず
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
想
定
し
て
演

じ
る
。
「
籠
祇
王
」
の
籠
は
、
籠
者
を
束
縛
し
外
界
と
遮
断
す
る
、
獄
舎
と

し
て
機
能
す
る
。
「
籠
祇
王
」
で
は
、
祇
王
（
シ
テ
）
の
父
が
籠
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
祇
王
の
舞
の

後
に
は
、
「
烏
帽
子
直
垂
脱
ぎ
す
て
て
、
籠
の

戸
ぼ
そ
に
取
つ
き
て
、
さ
め
〴
〵
と
な
き
居
た
り
」
と
あ
る
。
近
世
後
期
の

「
仕
舞
附
」（
『
未
刊
謡
曲
集
』
二
十
四
巻
・
古
典
文
庫

所
収
）
に
は
「
「
籠

340

の
戸
ぼ
そ
に
」
ト
作
物
ノ
右
ノ
角
ヘ
行
、
作
物
ヘ
両
手
ニ
テ
取
ツ
キ
、
其
儘

跡
ヘ
シ
サ
リ
、
平
座
ニ
居
、
シ
ホ
ル
。
」
と
あ
り
、
籠
の
存
在
を
確
認
で
き

る
。
な
お
、
中
世
の
「
籠
」
に
つ
い
て
は
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
（
黒

田
日
出
男
・
二
〇
〇
二
年
・
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

）「
「
獄
」
と
「
機
物
」
」

445

に
詳
し
い
。

（
十
八
）
三
宅
氏
は
、
「
こ
の
［
段
哥
］
は
、
後
半
の
「
九
つ
の
、
〳
〵
」
か
ら

［
ク
ル
イ
］
に
相
当
す
る
節
付
け
で
、
狂
気
の
様
子
が
強
調
さ
れ
る
工
夫
が

施
さ
れ
て
い
る
。
仕
事
歌
を
狂
乱
の
場
に
転
用
し
て
い
る
点
に
独
自
性
が
認

め
ら
れ
る
。
」（
前
掲
注
（
八
））
と
述
べ
る
。

（
十
九
）
拙
稿
「
能
「
花
筺
」
に
お
け
る
「
李
夫
人
の
曲
舞
」
の
意
義
」
（
『
国
語

国
文
』
第
九
十
巻
三
号
・
二
〇
二
一
年
）。

（
二
十
）
『
能
楽
資
料
集
成

金
春
安
照
型
付
集
』
（
西
野
春
雄
校
訂
・
法
政
大
学

14

能
楽
研
究
所
編
・
一
九
八
二
年
・
わ
ん
や
書
店
）
所
収
「
中
村
正
辰
仕
舞
付
」

に
よ
る
。
「
「
つ
き
ぬ
名
残
ぞ
か
な
し
き
」
と
な
か
ず
に
、
「
か
げ
は
づ
か
し

き
」
と
な
き
た
る
も
よ
し
。
」
と
も
あ
る
。
中
村
正
辰
は
肥
後
中
村
家
二
代

目
の
中
村
伊
織
正
辰
（
一
六
〇
九
～
一
六
八
〇
年
）
で
、
初
代
は
金
春
安
照

（
六
代
目
金
春
大
夫
）
の
弟
子
。
「
中
村
正
辰
仕
舞
付
」
は
正
保
三
（
一
六

四
六
）
年
の
奥
書
を
も
つ
。

（
二
十
一
）
こ
の
部
分
で
異
国
の
例
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
不
明
。
世
阿

弥
晩
年
の
「
砧
」
に
同
様
に
異
国
の
例
に
倣
う
場
面
が
あ
る
。

シ
テ
「
あ
ら
不
思
議
や
な
に
や
ら
ん
あ
な
た
に
あ
た
つ
て
物
音
の
聞
こ
え
候
、

あ
れ
は
な
に
に
て
あ
る
ぞ
」

ツ
レ
「
あ
れ
は
里
人
の
砧
打
つ
音
に
て
候
」

シ
テ
「
げ
に
や
わ
が
身
の
憂
き
ま
ま
に
古
言
の
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
ふ
ぞ
や
、

唐
土
に
蘇
武
と
言
つ
し
者
、
胡
國
と
や
ら
ん
に
捨
て
置
か
れ
し
に
、

古
里
に
留
め
置
き
し
妻
や
子
の
、
夜
寒
の
寝
覚
め
を
思
ひ
遣
り
、
高

楼
に
上
つ
て
砧
を
打
つ
、
志
し
の
末
通
り
け
る
か
、
萬
里
の
ほ
か
な

る
蘇
武
が
旅
寝
に
、
故
郷
の
砧
聞
こ
え
け
り
、
わ
ら
は
も
思
ひ
や
慰

む
と
、
と
て
も
淋
し
き
呉
織
、
綾
の
衣
を
砧
に
打
ち
て
、
心
を
慰
ま

ば
や
と
思
ひ
候
」

（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
砧
」
）

（
二
十
二
）
本
論
で
底
本
と
し
た
松
井
本
で
は
、
ワ
キ
の
三
度
に
亘
る
赦
し
の
言

葉
の
う
ち
、
「
や
さ
し
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
一
度
目
の
み
。
伝
観
世
小
次

郎
信
光
筆
謡
本
や
堀
池
父
子
節
付
謡
本
等
上
掛
本
の
多
く
で
は
、
二
度
目
に

も
「
言
語
道
断
か
ゝ
る
や
さ
し
き
こ
と
こ
そ
候
は
ね
、
此
上
は
夫
婦
共
に
助

く
る
ぞ
疾
く
出
候
へ
」
と
あ
る
。
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（
二
十
三
）
「
隅
田
川
」
と
同
じ
く
元
雅
作
の
「
弱
法
師
」
に
も
物
狂
の
教
養
に

意
表
を
突
か
れ
た
ワ
キ
の
「
や
さ
し
」
の
例
が
あ
る
。

ワ
キ
「
こ
れ
な
る
木
蔭
の
梅
の
花
が
、
弱
法
師
が
袂
に
散
り
掛
か
る
ぞ
と
よ
」

シ
テ

「
あ
ら
う
た
て
の
お
言
葉
や
、
所
は
難
波
津
の
梅
な
ら
ば
、
た
だ
こ
の

花
と
こ
そ
仰
せ
あ
る
べ
け
れ
、
今
は
春
べ
の
半
ば
ぞ
か
し
、
梅
花
を

折
つ
て
頭
に
挿
ま
ざ
れ
ど
も
、
二
月
の
雪
は
衣
に
落
つ
、
あ
ら
面
白

の
匂
ひ
や
な
」

ワ
キ

「
げ
に
げ
に
優
し
く
申
し
た
り
、
げ
に
こ
の
花
を
袖
に
受
く
る
は
、
花

も
さ
な
が
ら
施
行
ぞ
と
よ
」

（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
弱
法
師
」
）

（
二
十
四
）
「
芦
刈
」
と
同
じ
く
世
阿
弥
作
の
「
敦
盛
」
で
は
、
草
刈
男
（
シ
テ

・
敦
盛
の
霊
の
仮
の
姿
）
の
笛
の
音
を
、
出
家
し
た
熊
谷
直
実
（
ワ
キ
）
が

讃
嘆
す
る
。

ワ
キ
「
た
だ
い
ま
の
笛
は
か
た
が
た
の
中
に
吹
き
給
ひ
候
ふ
か
」

シ
テ
「
さ
ん
候
わ
れ
ら
が
中
に
吹
き
て
候
」

ワ
キ
「
あ
ら
優
し
や
そ
の
身
に
も
応
ぜ
ぬ
業
、
返
す
が
へ
す
も
優
し
う
こ
そ

候
へ
」

（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
敦
盛
」
）

こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
に
、
敦
盛
を
討
ち
取
っ
た
直
実
が
「
あ
な
い
と
ほ

し
、
こ
の
暁
城
の
う
ち
に
て
管
弦
し
給
ひ
つ
る
は
、
此
人
々
に
て
お
は
し
け

り
。
・
・
上
臈
は
猶
も
や
さ
し
か
り
け
り
」
と
あ
る
の
が
元
と
思
わ
れ
、
戦

場
で
も
優
美
な
た
し
な
み
を
忘
れ
な
い
敦
盛
の
人
と
な
り
を
言
い
得
て
い

る
。他

の
「
や
さ
し
」
使
用
例
は
、
古
歌
を
わ
き
ま
え
た
問
答
に
関
連
す
る
も

の
（
「
志
賀
」
「
関
寺
小
町
」
「
巴
」
「
飛
雲
」
「
女
郎
花
」
）
、
求
法
の
志
に
感

じ
て
の
も
の
（
「
西
行
桜
」
「
第
六
天
」
）、
草
花
を
愛
で
る
心
に
つ
い
て
の
も

の
（
「
項
羽
」
等
）
が
あ
る
。

（
二
十
五
）
池
田
敬
子
氏
は
「
平
安
時
代
末
期
、
院
政
期
に
さ
し
か
か
る
こ
ろ
か

ら
指
摘
で
き
る
優
美
・
優
雅
の
義
の
「
や
さ
し
」
は
、
そ
の
後
使
用
頻
度
の

増
大
と
共
に
中
世
全
般
に
大
き
く
意
味
の
主
流
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
」

と
述
べ
、
「
・
・
極
言
を
恐
れ
ず
言
え
ば
、
貴
族
の
詩
歌
管
弦
・
そ
れ
に
携

わ
る
心
の
優
雅
を
い
う
「
や
さ
し
」
は
、
す
ぐ
れ
て
心
の
所
作
・
心
自
体
の

位
相
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
強
さ
・
激
し
さ
を
内
包
す
る
意
味
範
疇
を
形
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
武
者
の
志
・
振
舞
を
も
「
優
雅
な
」
も
の
と
把
握

す
る
展
開
を
同
時
に
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。
」
と
論
じ
る
（
『
論
集
』
二
十

七
巻
二
号
・
神
戸
女
学
院
大
学
編
・
一
九
八
〇
年
）。

（
二
十
六
）『
太
平
記
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。

（
二
十
七
）
謡
曲
の
例
で
は
他
に
、
「
鞍
馬
天
狗
」
（
宮
増
作
か
）
に
「
（
牛
若
丸

が
大
天
狗
を
）
師
匠
や
坊
主
と
ご
賞
翫
は
、
い
か
に
も
大
事
を
残
さ
ず
伝
え

て
、
平
家
を
討
た
ん
と
思
し
め
す
か
や
、
優
し
の
こ
こ
ろ
ざ
し
や
な
」
と
あ

り
、
ひ
た
す
ら
に
仇
討
ち
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
牛
若
丸
を
「
や
さ
し
」

と
評
し
て
い
る
。

（
二
十
八
）
物
狂
能
で
は
次
第
に
「
再
会
譚
と
シ
テ
の
芸
能
の
分
化
」
が
起
こ
る

と
大
谷
節
子
氏
が
論
じ
て
い
る
（
前
掲
注
（
七
）
）。
氏
は
「
物
狂
能
は
次
第

に
再
会
譚
の
枠
組
み
を
必
要
と
は
し
な
く
な
っ
た
」
と
述
べ
、
物
狂
能
の
こ

う
し
た
変
遷
を
「
物
狂
能
の
歌
舞
化
」
と
称
す
る
。
「
籠
太
鼓
」
も
夫
と
の

再
会
は
語
り
の
み
で
舞
台
上
で
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
シ
テ
の
芸

能
は
救
済
に
繋
が
る
た
め
分
化
の
現
象
は
起
き
て
お
ら
ず
、
物
狂
能
変
遷
に

お
け
る
「
籠
太
鼓
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

（
二
十
九
）
前
掲
注
（
七
）
参
照
。
「
籠
太
鼓
」
の
他
に
は
、
夫
の
横
死
を
告
げ

ら
れ
た
妻
が
形
見
を
纏
っ
て
狂
乱
す
る
「
富
士
太
鼓
」
（
作
者
未
詳
・
禅
竹

か
）
や
、
物
狂
と
な
っ
た
母
が
生
き
別
れ
た
子
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
「
隅
田

川
」（
元
雅
作
）
も
応
用
型
に
分
類
さ
れ
る
。
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※
本
稿
で
引
用
し
た
能
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。
た
だ
し
、
引
用
に
際
し
私

に
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
ま
た
引
用
部
分
に
お
け
る
傍
点
・
傍
線
は
す
べ

て
筆
者
に
よ
る
。

「
芦
刈
」
「
春
栄
」
「
隅
田
川
」
「
花
筐
」
「
班
女
」
「
松
風
」
「
盛
久
」
（
日
本
古
典

文
学
大
系
『
謡
曲
集
』）

「
檀
風
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』）

「
唐
船
」「
千
手
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』）

「
権
守
」
「
治
親
」
（
『
校
註

謡
曲
叢
書
』
（
芳
賀
矢
一
、
佐
佐
木
信
綱
編
・
一
九
一

四
年
・
博
文
館
））

「
正
儀
世
守
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
・
和
古
書
請
求
記
号ﾀ

7-35-7

）

「
重
蓮
」（
未
刊
謡
曲
集

）
1

「
籠
景
清
」（
未
刊
謡
曲
集

）
3

「
鞆
」（
未
刊
謡
曲
集

）
23

「
籠
祇
王
」「
籠
尺
八
」（
未
刊
謡
曲
集

）
24

「
羊
」（
未
刊
謡
曲
集
続

）
11

［
付
記
］

本
稿
は
令
和
三
年
度
京
都
大
学
国
文
学
会
に
て
発
表
し
た
内
容
を
再
考
し
ま
と

め
直
し
た
も
の
で
す
。
席
上
、
ま
た
後
日
に
も
数
々
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。（

お
く
だ

ま
り
こ
・
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


