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第二部　囃子・謡・型

二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
京
都
観
世
会
館
に
て
上
演
さ
れ
た
能
《
羽

衣
》
の
シ
テ
を
演
じ
ら
れ
た
観
世
流
、
河
村
晴
久
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た

（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
、
聞
き
手
は
藤
田
隆
則
ほ
か
）。
シ
テ
、
後
見
、
地
謡
の

仕
事
に
つ
い
て
、
つ
づ
い
て
、《
羽
衣
》
の
型
付
（
岡
次
郎
右
衛
門
家
所
蔵
『
観

世
流
型
付
』
岡
康
文
写
（
宝
暦
頃
）、
編
者
所
蔵
の
写
真
に
も
と
づ
く
）
を
読
み

つ
つ
、お
考
え
を
う
か
が
っ
た
。
最
後
に
河
村
氏
の
《
羽
衣
》
観
を
お
示
し
い
た

だ
い
た
。

一
、
シ
テ
の
仕
事

問
い
：
シ
テ
と
し
て
能
を
演
じ
ら
れ
る
と
き
、
は
じ
め
に
ど
の
よ
う
な
準
備
を
さ

れ
る
の
で
す
か
。

河
村
：
催
し
に
対
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
か
方
針
を
ま
ず
決
め
ま
す
。
定

期
能
で
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
希
望
を
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
誰
々
の
何
回
忌
だ

か
ら
追
善
会
で
大
き
な
も
の
を
出
そ
う
と
か
。
自
分
と
し
て
は
、こ
の
先
の
課
題

と
な
る
曲
、
つ
ま
り
披
き
の
曲
を
い
つ
し
よ
う
か
と
か
、
重
い
曲
を
ど
ん
な
順
番

で
や
っ
て
い
こ
う
か
と
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
常
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
番
組
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、シ
テ
方
が
大
概
の
場
合
主
催
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
出
演
者
を
頼
む
こ
と
、
会
場
を
確
保
す
る
こ
と
、
当
日
の
段
取
り
か
ら
弁

当
や
飲
み
物
の
準
備
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
自
分
で
こ
な
し
ま
す
。

一
番
の
能
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、番
組
を
見
る
だ
け
で
そ
の
人
の
や
る
気
が

見
え
て
ま
い
り
ま
す
。《
羽
衣
》の
映
像
で
写
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
も
、何
か
あ
っ

た
ら
ぜ
ひ
と
思
う
方
々
で
す
の
で
、早
く
か
ら
頼
ま
ん
と
あ
か
ん
、つ
ま
り
、よ
っ

ぽ
ど
早
く
か
ら
覚
悟
し
て
番
組
を
組
ま
ん
と
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
お
稽
古
し
て
舞
台
に
の
ぞ
む
わ
け
で
す
け
れ
ど
、《
羽
衣
》
で
し
た
ら
、

私
は
大
学
生
の
時
に
通
し
て
舞
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
ま
で
に
仕
舞
や
地
謡
を
経
験

し
て
、《
羽
衣
》
が
ど
ん
な
能
か
と
い
う
こ
と
が
だ
い
た
い
把
握
で
き
る
わ
け
で

す
。
私
は
幸
せ
な
こ
と
に
、
父
も
二
人
の
お
じ
も
、
子
供
の
頃
か
ら
よ
く
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。
舞
え
ば
必
ず
叱
ら
れ
通
し
で
、褒
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
て
怖
い

怖
い
お
じ
た
ち
で
し
た
。ま
た
味
方
健
さ
ん
に
も
子
供
の
頃
か
ら
い
ろ
ん
な
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。
日
常
的
に
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、よ
く
考
え
た
ら
す
ご
い
深

い
学
問
的
な
こ
と
を
聞
い
て
い
た
ん
だ
な
と
、大
人
に
な
っ
て
か
ら
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

河
村
家
は
林
家
の
弟
子
家
に
あ
た
り
ま
す
。祖
父
が
先
々
々
代
の
林
喜
右
衛
門

先
生
に
習
っ
た
の
で
、林
家
が
師
匠
家
で
う
ち
が
弟
子
家
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
か
ら
、必
ず
林
家
で
お
稽
古
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
舞
う
。
私
の
場
合
は
十
三

世
の
喜
右
衛
門
先
生
が
師
匠
で
す
け
れ
ど
も
、
三
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、

今
度
は
御
令
息
の
宗
一
郎
師
が
私
の
師
匠
に
な
る
ん
で
す
。で
す
か
ら
舞
う
と
き

に
は
必
ず
宗
一
郎
師
に
み
て
い
た
だ
き
ま
す
。

よ
く
聞
か
れ
て
一
番
困
る
の
は
、「
毎
日
何
時
間
く
ら
い
稽
古
し
て
い
ま
す
か
」

■

二
―
九
、
能
《
羽
衣
》
の
シ
テ
、
河
村
晴
久
氏
に
聞
く
■
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と
い
う
質
問
で
す
。も
ち
ろ
ん
能
を
や
る
前
に
は
何
度
も
何
度
も
お
稽
古
し
ま
す

が
、何
ヶ
月
も
前
か
ら
一
日
に
何
時
間
も
お
稽
古
す
る
と
い
う
バ
レ
リ
ー
ナ
や
ピ

ア
ニ
ス
ト
と
全
然
違
う
ん
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
、毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
人
の
お

稽
古
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
真
剣
に
謡
い
、
真
剣
に
構
え
て
い
る
と
、
自
分

の
身
体
の
お
稽
古
に
な
っ
て
い
く
。

河
村
能
舞
台
の
蔵
に
あ
る
装
束
は
、一
族
で
共
同
で
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

中
か
ら
、今
度
は
ど
れ
を
使
お
う
か
と
考
え
ま
す
。
例
え
ば
今
回
の
《
羽
衣
》
で

し
た
ら
、
松
原
に
帆
掛
船
の
腰
巻
縫
箔
、
青
海
波
の
模
様
の
著
附
、
そ
し
て
舞
楽

模
様
、「
笙
笛
琴
箜
篌
孤
雲
の
」
な
ん
て
謡
も
あ
り
ま
す
し
、
音
楽
が
響
い
て
く

る
よ
う
な
白
い
長
絹
を
着
け
る
。
と
い
う
よ
う
な
装
束
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。

も
っ
と
も
私
は
背
が
高
い
の
で
、寸
法
が
合
う
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
り
ま

す
が
。

能
面
に
つ
い
て
も
自
分
で
こ
れ
使
お
う
と
考
え
ま
す
。
そ
の
へ
ん
は
全
部
、こ

う
い
う
の
が
舞
い
た
い
と
い
う
主
張
な
ん
で
す
。
番
組
の
並
び
や
、着
け
て
い
る

装
束
を
み
て
、皆
さ
ん
が
今
日
は
こ
ん
な
感
じ
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
を
感

じ
取
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
集
ま
っ
て
く
だ
さ
る
と
気
持
ち
よ
く
舞
え
る
。

問
い
：
申
し
合
わ
せ
で
他
の
立
ち
方
や
囃
子
方
に
何
か
希
望
を
出
さ
れ
る
こ
と
は

あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

河
村
：
特
に
今
回
は
こ
う
し
た
い
と
い
う
主
張
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
申
し
ま
す
け
れ

ど
も
、大
概
何
も
言
わ
ず
に
や
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
と
い
う
の
も
み
ん
な
が
だ

い
た
い
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
い
っ
ぺ
ん
や
っ
た
上
で
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
す
ら
っ
と
と
か
、
気
を
変
え
て
と
か
。
そ
れ
か
ら
、
舞
の

寸
法
ど
う
し
よ
う
と
か
、
一
声
ど
う
し
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
合
う

こ
と
は
あ
り
ま
す
。

問
い
：
最
も
緊
張
さ
れ
る
場
面
は
、
や
は
り
登
場
の
場
面
で
し
ょ
う
か
。

河
村
：
や
っ
ぱ
り
鏡
の
間
で
面
を
い
た
だ
く
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
た
り
で
気
合
が

入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
お
幕
、《
羽
衣
》
で
し
た
ら
ワ
キ
の
詞
を
聞
い

て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
声
の
お
囃
子
な
ど
を
聞
い
て
、
そ
の
ノ
リ
を
心

の
中
で
刻
ん
で
、自
分
の
立
ち
姿
を
客
観
的
に
想
像
し
な
が
ら
舞
台
の
ノ
リ
に
同

化
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
緊
張
感
は
確
か
に
登
場
の
場
面
に
は
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

や
り
出
し
た
ら
自
然
に
動
い
て
い
く
ん
で
す
け
れ
ど
、
緊
張
と
い
う
か
、
し
ゃ
ん

と
し
た
気
分
は
続
い
て
ま
い
り
ま
す
。居
グ
セ
で
地
謡
が
謡
っ
て
く
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
、
単
に
座
っ
て
る
の
や
の
う
て
、
す
ご
く
が
ん
ば
っ
て
座
っ
て
い
ま
す

ね
。
謡
て
く
れ
て
は
る
の
は
全
部
自
分
の
気
持
ち
と
い
う
感
じ
で
す
。

問
い
：
居
グ
セ
な
ん
か
は
我
々
が
見
る
と
何
も
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
け

ど
、
何
か
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
。

河
村
：
が
ん
ば
っ
て
ま
す
。（
笑
）
や
っ
ぱ
り
緊
張
感
と
い
う
か
、
気
合
を
入
れ

て
座
っ
て
ま
す
ね
。
心
の
中
で
一
緒
に
謡
い
な
が
ら
。

二
、
後
見
の
仕
事

問
い
：
先
生
ご
自
身
が
さ
れ
た
後
見
の
お
話
や
、
後
見
の
役
目
に
つ
い
て
教
え
て

い
た
だ
け
ま
す
か
。

河
村
：
若
い
頃
は
、
座
る
稽
古
と
し
て
後
見
に
座
ら
さ
れ
ま
し
た
。
父
や
お
じ
が

後
見
や
っ
て
い
る
と
何
も
ト
ラ
ブ
ル
が
な
く
極
め
て
安
全
な
の
で
、子
供
の
頃
は

後
見
好
き
で
し
た
。（
主
後
見
に
対
し
て
、
隣
に
座
っ
て
い
る
の
を
副
後
見
と
い
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う
）と

こ
ろ
が
本
当
の
後
見
を
や
り
出
し
た
ら
こ
れ
は
も
う
し
ん
ど
い
。も
の
す
ご

く
気
が
重
い
で
す
。
地
謡
を
謡
っ
て
い
る
ほ
う
が
う
ん
と
楽
で
す
。
舞
台
の
進
行

全
て
に
お
い
て
き
ち
っ
と
責
任
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
こ
と
に
精
通
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。

当
日
は
早
め
に
行
っ
て
装
束
の
準
備
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。今
日
は

ど
ん
な
装
束
な
の
か
、
装
束
に
ど
ん
な
癖
が
あ
る
の
か
、
ま
た
色
合
い
が
い
く
つ

か
あ
っ
て
、
舞
台
に
行
っ
て
か
ら
選
ば
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。
能
面
も
何
面
か

持
っ
て
来
ら
れ
て
ど
れ
に
し
よ
う
か
と
か
、そ
う
い
う
の
を
シ
テ
の
横
に
い
て
一

緒
に
な
っ
て
見
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
し
合
わ
せ
段
階
で
は
、シ
テ
に
ど
う
い
う
演
出
で
な
さ
る
か
聞
き
ま
す
。
床

几
の
こ
と
と
か
、
幕
上
げ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
か
、
物
を
渡
す
タ
イ
ミ
ン
グ
と
か
、

の
ど
こ
を
持
た
せ
る
か
と
か
、と
に
か
く
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
シ
テ
に
訊

ね
ま
す
。
そ
し
て
、後
見
二
人
で
役
割
を
ど
う
す
る
か
を
相
談
し
ま
す
。
幕
上
げ

は
誰
が
や
る
か
、
作
り
物
は
誰
が
出
す
か
と
か
、
そ
う
い
う
段
取
り
を
全
部
考
え

て
い
き
ま
す
。

当
日
、開
演
時
間
の
い
く
ら
か
前
に
な
っ
た
ら
装
束
を
つ
け
始
め
ま
す
。
装
束

つ
け
る
の
も
後
見
の
仕
事
で
す
。こ
れ
に
関
し
て
は
得
意
な
人
が
や
る
と
い
う
こ

と
は
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
後
見
が
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
で
す
。

開
演
時
間
一
〇
分
く
ら
い
前
に
な
っ
た
ら
囃
子
方
の
と
こ
ろ
へ「
お
掛
か
り
」、

楽
器
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
ご
挨
拶
を
し
て
、
五
分
く
ら
い
前
に

な
っ
た
ら
鏡
の
間
へ
出
て
き
て
お
調
べ
し
て
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
ご
挨
拶
を
し

ま
す
。「
お
掛
か
り
」
は
ど
う
も
最
近
は
京
都
だ
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

よ
そ
で
は
そ
の
時
間
に
な
っ
た
ら
勝
手
に
囃
子
方
が
来
て
く
れ
は
る
み
た
い
な

ん
で
す
け
ど
、京
都
で
は
い
ま
だ
に
厳
密
に
こ
れ
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
う
っ
か

り
「
お
掛
か
り
」
せ
ず
に
「
お
調
べ
」
な
ん
て
言
う
と
、「
お
掛
か
り
ま
だ
聞
い

て
へ
ん
」
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
が
私
の
子
供
の
頃
に
は
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
お
調
べ
を
し
て
、地
謡
が
切
戸
に
揃
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、「
け
っ

こ
う
で
す
」と
い
う
こ
と
で
出
て
い
た
だ
く
。
ワ
キ
の
次
第
は
ど
ん
な
段
で
す
か

と
か
そ
ん
な
こ
と
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。申
し
合
わ
せ
で
は
一
声
も
次

第
も
出
の
と
こ
ろ
か
ら
し
か
や
り
ま
せ
ん
か
ら
、吹
き
出
し
か
ら
ど
れ
だ
け
の
段

で
幕
上
げ
し
て
も
ら
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
後
見
が
把
握
し
た
上
で
、
囃
子
方

へ
、
シ
テ
が
伝
え
た
り
後
見
が
伝
え
た
り
い
た
し
ま
す
。
実
際
始
ま
っ
た
ら
、
最

後
の
装
束
を
整
え
て
出
て
い
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

問
い
：
昔
は
そ
こ
か
ら
後
見
も
半
幕
で
出
て
い
た
み
た
い
で
す
が
、
今
は
切
戸
か

ら
出
ま
す
ね
。

河
村
：
半
幕
で
出
て
片
膝
つ
い
て
お
辞
儀
し
て
と
い
う
お
作
法
が
あ
り
ま
す
。
今

は
こ
ん
な
こ
と
し
な
い
で
す
が
、伯
父
の
河
村
禎
二
は
こ
の
半
幕
で
出
る
の
を
と

こ
と
ん
や
っ
て
い
ま
し
た
。間
狂
言
が
先
に
座
っ
て
い
た
ら
そ
れ
が
で
き
な
い
の

で
、そ
の
場
合
は
切
戸
か
ら
出
て
い
ま
し
た
。
で
も
や
っ
ぱ
り
大
層
な
ん
で
す
よ

ね
、
後
見
が
橋
掛
か
り
か
ら
出
て
い
く
と
。
好
み
と
し
て
は
、
私
は
切
戸
の
ほ
う

が
好
き
で
す
。そ
れ
と
曲
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
は
切
戸
や
な
あ
と
は
思

い
ま
す
。

問
い
：
そ
れ
か
ら
舞
台
に
ず
っ
と
座
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
頭
の

中
は
フ
ル
回
転
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

河
村
：
は
い
そ
う
で
す
。
謡
を
全
部
一
緒
に
謡
っ
て
ま
す
。
シ
テ
が
謡
を
忘
れ

は
っ
た
ら
つ
け
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
が
、大
き
く
間
を
開
け
て
お
ら

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
忘
れ
て
は
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
断
す
る
わ
け
で
す

よ
。
大
き
く
間
を
開
け
て
は
る
の
に
、
つ
け
た
ら
え
ら
い
こ
と
に
な
り
ま
す
し

ね
。
忘
れ
は
っ
た
場
合
に
も
、ど
う
い
う
ふ
う
に
直
し
た
ら
良
い
か
。
う
ち
の
父
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が
《
百
万
》
舞
っ
た
と
き
に
、
初
め
の
段
が
終
わ
っ
て
、「
我
が
子
に
逢
は
ん
為

な
り
」
と
言
っ
た
後
、「
南
無
や
大
聖
釈
迦
如
来
」
を
言
う
の
を
忘
れ
て
、
そ
の

ま
ま
立
っ
て
常
座
へ
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
そ
の
次
の
言
葉
は
子
方
の

「
い
か
に
申
す
べ
き
事
の
候
」な
ん
で
す
よ
。
子
供
は
ね
、シ
テ
が
笹
置
い
て
座
っ

て
手
合
わ
せ
て
謡
っ
て
、
立
っ
た
ら
言
う
と
教
え
ら
れ
て
る
で
し
ょ
。
だ
の
に
、

父
が
忘
れ
て
立
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
後
見
は
「
子
方
、
い
か
に
」
と
言
う
ん
で
す

よ
。
子
方
大
混
乱
で
す
。
こ
れ
は
子
方
が
非
常
に
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
例
で
す
。

だ
け
ど
こ
れ
ね
、シ
テ
が
後
ろ
向
い
て
歩
い
て
る
の
に
「
南
無
や
」
っ
て
言
わ
せ

る
こ
と
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
子
方
に
次
言
え
と
言
う
し
か
な
い
ん
で

す
。
こ
う
い
う
判
断
で
す
。
つ
ま
り
全
体
が
潰
れ
な
い
の
は
ど
っ
ち
や
と
い
う
考

え
方
し
か
で
き
ひ
ん
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
物
が
落
ち
た
ら
ど
こ
で
拾
お
う
か
と
い
う
判
断
。
例
え
ば
《
葵

上
》
で
お
扇
子
を
脇
座
の
ほ
う
か
ら
後
見
座
向
い
て
放
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。

放
っ
た
と
き
に
よ
く
、こ
れ
か
ら
歩
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
止
ま
る
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
後
見
が
す
ぐ
引
か
ん
と
踏
み
潰
す
こ
と
に
な
る
。
私
が

舞
っ
た
と
き
、
大
鼓
の
前
に
落
ち
た
の
が
わ
か
っ
た
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
コ
ー
ス
を

横
に
変
え
た
ん
で
す
。
後
で
ビ
デ
オ
を
見
た
ら
、私
が
放
っ
た
瞬
間
に
後
見
の
味

方
團
君
は
そ
れ
を
拾
う
べ
き
か
ど
う
か
、
ク
ッ
と
立
て
る
準
備
を
し
た
ん
で
す
。

私
が
わ
ず
か
に
コ
ー
ス
を
左
に
外
し
た
瞬
間
に
立
つ
の
を
や
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
常
座
で
前
を
向
い
て
が
ば
っ
と
唐
織
あ
げ
た
途
端
、
そ
の
見
え
な
い
と
こ
ろ

で
拾
い
に
行
き
ま
し
た
。
見
事
に
気
持
ち
よ
か
っ
た
で
す
。

同
じ
く
味
方
君
が
《
融
》
を
舞
っ
た
と
き
で
す
。
曲
水
の
宴
で
お
扇
子
を
放
る

場
面
で
、こ
れ
が
ど
こ
へ
飛
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
。
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
。
で
す
か

ら
必
ず
後
見
は
替
え
の
扇
を
持
っ
て
ま
す
。
で
、團
君
は
放
っ
た
扇
を
見
失
っ
た

ん
で
す
。
見
失
っ
た
こ
と
が
後
見
座
に
い
る
私
に
は
わ
か
り
ま
し
た
。
だ
け
ど
舞

台
の
上
に
あ
っ
た
の
で
私
は
知
ら
ん
顔
し
た
ん
で
す
。團
君
は
常
座
へ
来
る
と
き

こ
ち
ら
を
向
い
た
ん
で
す
が
、私
は
無
視
し
ま
し
た
。
後
見
が
無
視
し
た
と
い
う

こ
と
は
、お
扇
子
は
舞
台
に
あ
る
よ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で

う
っ
か
り
シ
テ
を
見
た
り
す
る
と
シ
テ
が
迷
い
ま
す
。
同
じ
年
の
秋
に
私
の《
葵

上
》
と
團
君
の
《
融
》
が
あ
っ
て
、お
互
い
に
気
心
知
れ
た
と
い
う
の
は
こ
う
い

う
こ
と
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

問
い
：
今
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
現
代
の
後
見
と
い
う
の
は
、
シ
テ
と
対
等

に
働
い
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
受
け
ま
す
。
古
い
資
料
を
読
む
と
、も
っ
と
上
の

ほ
う
に
い
て
、
チ
ー
ム
の
監
督
と
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
よ
う
な
印
象
で
し
た
。

河
村
：
舞
台
を
よ
く
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
の
が
一
番
大
事

な
こ
と
で
す
。
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、シ
テ
が
倒
れ
た
ら
代
わ
り
に
舞
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
も
ご
ざ
い
ま
す
。

問
い
：
そ
れ
は
経
験
さ
れ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。

河
村
：
私
自
身
は
な
い
で
す
。
で
も
、
危
な
い
か
ら
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
い
け

な
い
か
な
と
い
う
経
験
は
な
ん
べ
ん
も
あ
り
ま
す
。叔
父
の
河
村
隆
司
の
体
調
が

悪
く
て
、代
わ
る
な
ら
代
わ
る
で
言
う
て
く
れ
は
っ
た
ら
こ
っ
ち
も
覚
悟
が
で
き

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
危
な
そ
う
や
な
、
だ
か
ら
舞
え
る
よ
う
に
な
ら
ん
と
あ
か

ん
な
と
稽
古
し
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で
も
不
安
が
つ
き
ま
と
う
の
で
、後
見
に
座
る

の
っ
て
怖
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
病
気
で
し
ん
ど
そ
う
に
な
さ
っ
て
る
と
、前
場
は

や
っ
た
け
ど
後
場
は
代
わ
ら
ん
な
ら
ん
か
な
と
か
ね
。そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
て

座
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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三
、
地
謡
の
仕
事

問
い
：
地
謡
の
最
も
大
切
な
仕
事
は
何
で
す
か
。

河
村
：
一
曲
を
作
る
の
は
地
謡
で
す
。
地
謡
が
よ
く
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な

い
で
す
か
ら
、
責
任
重
い
で
す
。
き
ち
っ
と
物
語
が
で
き
る
、
情
感
が
表
せ
る
謡

を
謡
っ
て
も
ら
わ
ん
と
あ
か
ん
わ
け
で
す
。
地
頭
の
立
場
に
な
る
と
、シ
テ
の
要

望
に
沿
っ
て
謡
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
、地
頭
も
責
任
の
あ
る
仕
事
で
す
。
地

謡
の
他
の
メ
ン
バ
ー
は
地
頭
に
息
を
合
わ
せ
、地
頭
の
作
る
世
界
に
ど
う
関
わ
っ

て
い
け
る
か
と
い
う
、
そ
の
一
体
感
が
す
ご
く
大
事
で
す
。

四
、
型
付
を
読
む

問
い
：
で
は
江
戸
期
の
シ
テ
の
型
付
（『
観
世
流
型
付
』
岡
康
文
写
、
宝
暦
頃
）

を
読
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
（
注
、
型
付
中
で
河
村
氏
が
言
及
さ
れ
る
部
分
は
、

太
字
で
示
す
）。

天
女
の
登
場
（〔
問
答
〕〔
カ
カ
ル
〕〔
上
歌
〕〔
下
ノ
詠
〕〔
下
歌
〕〔
上
歌
〕）
ま
で

羽
衣　
　

作
り
物
初
ヨ
リ
出
。
松
ノ
枝
ニ
長
絹
ヲ
カ
ケ
正
面
ニ
置
。

脇
の
「
家
」
と
云
時
、
幕
上
、
脇
ヲ
見
テ
呼
カ
ク
ル
。
橋
掛
長
短
次
第
内
ヘ
入
、

常
ノ
所
ニ
立
。「
立
の
け
は
」
近
ツ
キ
見
居
。「
今
ハ
さ
な
か
ら
」
ト
正
面
。「
力

及
す
」
ト
脇
へ
向
。

「
涙
の
」
ト
正
面
、
其
儘
居
。「
住
馴
し
」
と
一
足
出
、
正
面
ノ
少
右
ノ
上
開
見

ル
。「
伽
陵
頻
伽
」ノ
返
ヨ
リ
静
ニ
出
。
中
程
ニ
テ
開
。「
天
路
」ト
上
ヲ
見
。「
千

鳥
」
ト
左
ヘ
少
廻
。「
空
に
吹
迄
」
ト
開
上
ヲ
見
シ
ホ
ル
。

問
い
：
今
と
違
う
と
こ
ろ
と
、
こ
こ
に
焦
点
が
あ
る
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ

な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

河
村
：
だ
い
た
い
今
の
通
り
で
す
。
古
い
も
の
は
ざ
っ
く
り
し
た
書
き
方
で
す
け

ど
、
こ
れ
は
か
な
り
詳
し
く
書
い
て
あ
る
方
で
す
。
初
め
の
問
答
の
と
こ
ろ
は
、

今
は
向
い
た
り
直
し
た
り
が
細
か
く
入
っ
て
ま
す
け
ど
、大
き
な
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
。

「
涙
の
露
の
」
初
同
の
と
こ
ろ
は
、
定
型
パ
タ
ー
ン
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

だ
い
た
い
そ
の
通
り
で
す
。「
住
み
馴
れ
し
」
の
と
こ
ろ
で
右
ウ
ケ
し
て
、
上
見

て
、
今
は
脇
正
面
を
向
き
ま
す
。「
天
の
原
」
で
右
を
向
い
て
る
か
ら
。﹇
一
足

出
﹈
は
今
は
三
つ
か
そ
こ
ら
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。﹇
正
面
ノ
少
右
ノ

上
開
見
ル
﹈こ
れ
は
三
足
下
が
り
な
が
ら
見
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
今
は

二
、三
足
詰
め
て
上
向
い
て
い
る
だ
け
で
す
。「
迦
陵
頻
迦
の
」で
静
か
に
前
へ
出

て
い
っ
て
、
角
取
り
を
し
て
右
上
を
見
る
と
い
う
現
在
の
定
型
パ
タ
ー
ン
で
す
。

﹇「
天
路
」
ト
上
ヲ
見
。「
千
鳥
」
ト
左
ヘ
少
廻
﹈
は
そ
の
通
り
。「
空
に
吹
く
ま

で
」常
座
か
ら
脇
正
面
向
い
て
ず
っ
と
出
て
い
っ
て
上
を
見
る
。
下
が
っ
て
正
面

向
い
て
シ
ホ
ル
と
い
う
の
が
今
の
型
で
す
。ま
あ
今
と
え
ろ
う
違
う
こ
と
は
書
い

て
な
い
。

問
い
：
今
も
「
見
る
」
と
い
う
演
技
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。

河
村
：
そ
う
で
す
。
空
の
方
に
心
を
つ
け
る
。
飛
べ
な
い
空
を
見
や
る
。
空
に
飛

べ
な
い
、
上
が
れ
な
い
、
と
気
が
落
ち
て
い
く
。
例
え
ば
そ
の
前
の
「
上
が
ら
ん

と
す
れ
ば
衣
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
、「
上
が
ら
ん
と
す
れ
ば
」
で
上
を
向

こ
う
と
思
っ
て
、
あ
あ
衣
が
な
い
（
落
ち
る
）
と
い
う
表
現
に
な
り
ま
す
。

問
い
：「
空
に
吹
く
ま
で
懐
か
し
や
」
の
と
こ
ろ
も
﹇
開
上
ヲ
見
﹈
そ
し
て
﹇
シ
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ホ
ル
﹈
と
い
う
の
が
対
比
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

河
村
：
こ
の
型
付
の
﹇
開
﹈
と
い
う
の
は
普
通
は
3
つ
下
が
る
こ
と
で
す
け
れ

ど
、
現
在
の
演
出
で
は
脇
正
面
向
い
て
、
何
足
か
下
が
っ
て
正
面
向
い
て
、
伏
せ

て
左
手
で
シ
ホ
ル
と
い
う
型
を
い
た
し
ま
す
。
一
般
的
に
シ
テ
は
左
手
で
シ
ホ

り
、ツ
レ
は
右
手
で
シ
ホ
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
右
手
で
た
い
が
い
お
扇
子

持
っ
て
ま
す
か
ら
、
お
扇
子
返
し
て
シ
ホ
ら
ん
と
い
け
ま
せ
ん
ね
、
ツ
レ
の
場
合

は
。

漁
夫
と
天
女
の
問
答
（〔
問
答
〕〔
カ
カ
ル
〕【
物
着
ア
シ
ラ
イ
】〔
掛
合
〕）

「
あ
ら
嬉
し
や
」
ト
脇
ヘ
向
。「
安
き
間
」
ト
脇
へ
向
。「
此
悦
」
ト
正
面
。「
去
な

か
ら
」
ト
脇
へ
向
。「
い
や
疑
ひ
」
ト
脇
へ
向
。
脇
衣
ヲ
渡
ス
時
少
寄
テ
両
手
ニ

請
取
。
太
鼓
ノ
坐
へ
甘
キ
下
居
。
長
絹
着
。
立
テ
左
へ
廻
出
常
ノ
所
ニ
立
テ「
乙

女
ハ
」
ト
云
。「
舞
と
か
や
」
ト
脇
へ
向
。

問
い
：
こ
の
あ
た
り
で
注
意
す
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
。

河
村
：「
あ
ら
嬉
し
や
」
で
泣
い
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
気
が
変
わ
っ
て
、
返
し
て

も
ら
え
る
と
体
を
起
こ
す
ん
で
す
ね
。
で
も
ワ
キ
へ
出
か
け
た
ら
、だ
め
だ
と
言

わ
れ
て
ガ
タ
ッ
と
気
が
弱
る
。「
安
き
間
」
は
今
は
「
嬉
し
や
さ
て
は
」
と
、
詞

が
変
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。﹇
太
鼓
ノ
坐
へ
甘
キ
下
居
﹈
古
い
も
の
は
太
鼓
の
と
こ

ろ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、実
際
は
後
見
座
へ
行
き
ま
す
。
松
風
の
よ
う
な
も
の

は
大
鼓
の
前
に
座
り
ま
す
。

物
着
の
と
こ
ろ
は
、
大
鼓
、
小
鼓
と
手
が
順
番
に
き
て
、
コ
イ
合
が
あ
っ
て
オ

キ
を
打
た
れ
る
。
次
の
コ
イ
合
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
笛
が
終
わ
る
、そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
を
大
鼓
の
2
拍
に
す
る
の
か
小
鼓
の
8
拍
に
す
る
の
か
ど
ち
ら
で
も
い
い

ん
で
す
け
ど
、
笛
が
終
わ
る
、
立
ち
止
ま
る
、
そ
こ
へ
持
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る

ん
で
す
ね
。こ
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
き
ち
っ
と
や
っ
て
く
れ
は
っ
て
や
り
や
す
い
で

す
。
こ
れ
は
技
術
的
な
こ
と
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。（
映
像
を
見
て
）
8
拍

の
と
こ
ろ
ま
で
に
全
部
終
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

問
い
：
大
鼓
の
声
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
謡
い
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
だ
い
た
い

謡
い
出
し
は
2
拍
か
8
拍
で
決
め
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
か
。

河
村
：
そ
う
で
す
ね
。
や
は
り
小
鼓
の
8
拍
が
終
わ
っ
て
大
鼓
の
「
ヤ
ア
」
を
聞

い
て
「
乙
女
は
」
と
出
る
と
気
持
ち
が
い
い
で
す
。
あ
ん
ま
り
途
中
か
ら
と
い
う

の
は
具
合
悪
い
で
す
。見
計
ら
い
な
の
で
こ
う
で
な
く
ち
ゃ
い
か
ん
と
い
う
こ
と

は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、み
ん
な
が
一
致
し
て
い
る
と
気
持
ち
よ
う
乗
れ
ま
す
の

で
。
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
が
、
気
心
知
れ
て
い
る
と
も
の
す
ご
く
安
心
で
き
ま

す
。

天
女
が
舞
う
（〔
次
第
〕〔
ク
リ
〕〔
サ
シ
〕〔
ク
セ
〕）

「
東
遊
」
ト
静
ニ
出
。「
初
成
ら
ん
」
ト
開
。
次
第
返
ニ
甘
キ
、衣
紋
直
シ
中
ヘ
行

立
。「
世
に
伝
へ
」
ト
幽
玄
二
ツ
。

河
村
：
次
第
に
は
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
み
た
い
な
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
羽
衣
の

場
合
は
、
東
遊
の
駿
河
舞
が
こ
の
と
き
に
始
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
起
源
説
の
話
、

そ
の
舞
を
見
せ
た
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
わ
か
る
。
型
は
定
型
パ
タ
ー
ン
、指

込
開
き
で
す
。
打
ち
掛
け
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
強
く
激
し
い
演
奏
に
な
り
ま
す

ね
。
要
す
る
に
開
聞
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
静
か
な
と
こ
ろ
か
ら
パ
ア
ッ

と
一
転
し
て
、音
の
調
子
も
ク
リ
調
が
出
て
く
る
。
し
か
も
言
葉
が
漢
語
で
す
よ

ね
。「
二
神
出
世
の
古
。
十
方
世
界
を
定
め
し
に
」
と
か
、
シ
ャ
キ
ッ
と
し
た
雰
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囲
気
を
出
さ
な
な
ら
ん
の
で
、や
っ
ぱ
り
動
き
も
シ
ャ
キ
ッ
と
い
た
し
ま
す
。
そ

れ
が
サ
シ
に
な
る
と
、
謡
い
ぶ
り
が
変
わ
り
、
立
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
け

ど
、自
分
と
し
て
は
物
語
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
最
後
の
「
世
に
伝
え
た
る
」
の
と
こ
ろ
は
、幽
玄
と
か
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
ユ

ウ
ケ
ン
」
な
ん
で
す
よ
ね
。「
勇
健
」
と
い
う
字
で
す
が
同
じ
こ
と
で
す
。《
三

輪
》
に
あ
る
「
お
も
し
ろ
や
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、天
照
大
神
が
岩
戸
隠
れ
し
た

と
き
に
、
天
鈿
女
命
が
前
で
踊
っ
て
い
た
ら
天
照
が
姿
を
現
し
、
お
日
さ
ん
が
出

て
、人
の
面
が
白
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
面
白
い
」
の
語
源
。
面
白
い
と
い
う
の

は
非
常
に
祝
言
性
が
あ
っ
て
幽
玄
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
「
お
も
し
ろ
や
」
と
長
い

長
い
節
で
や
る
型
が
ユ
ウ
ケ
ン
な
ん
で
す
。ユ
ウ
ケ
ン
と
祝
言
は
非
常
に
関
係
が

あ
り
ま
す
。
め
で
た
い
、
晴
れ
や
か
な
、
そ
う
い
う
気
分
が
ユ
ウ
ケ
ン
で
あ
り
、

幽
玄
と
い
う
字
を
そ
の
ま
ま
合
わ
せ
た
。だ
か
ら
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
も
の
す
ご
く

伸
び
や
か
な
雰
囲
気
に
な
る
よ
う
に
ユ
ウ
ケ
ン
を
い
た
し
ま
す
。

問
い
：《
羽
衣
》
は
常
に
ユ
ウ
ケ
ン
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。

河
村
：
は
い
。
曲
に
よ
っ
て
は
脇
を
向
い
て
向
き
合
い
を
す
る
と
い
う
の
が
定
型

パ
タ
ー
ン
で
多
い
型
で
す
。

問
い
：
打
ち
掛
け
を
聞
い
て
か
ら
謡
う
も
の
は
、《
羽
衣
》
の
よ
う
に
高
揚
感
溢

れ
た
雰
囲
気
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

河
村
：
そ
う
で
す
ね
。
打
ち
掛
け
は
初
番
目
も
の
、
そ
れ
か
ら
三
番
目
も
の
で
も

し
ゃ
ん
と
さ
せ
た
い
も
の
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
小
書
が
つ
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
格
合
が
高
く
な
っ
て
打
ち
掛
け
が
入
る
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。《
三
輪
》

な
ん
か
は
初
番
に
な
っ
た
と
き
は
打
ち
掛
け
入
れ
ま
し
ょ
う
と
な
り
ま
す
。

曲
「
花
や
咲
」
ト
拍
子
付
。「
実
」
ト
出
。「
し
る
し
か
や
」
ト
拍
子
付
。「
面
白

や
」
ト
右
へ
受
出
ル
。「
乙
女
の
姿
」
ト
開
。「
此
松
原
」
ト
指
出
角
取
。「
月
清

見
潟
」
ト
左
へ
廻
り
。「
春
の
曙
」
ト
開
。「
類
ひ
波
」
ト
左
へ
乗
開
。
又
ハ
右
へ

乗
。「
長
閑
な
る
」
ト
右
ヲ
指
廻
モ
ス
ル
。「
其
上
」
ト
静
ニ
出
開
。
又
ハ
右
へ
小

廻
シ
テ
受
出
開
テ
モ
。「
月
も
」
ト
シ
ト
メ
。

河
村
：
こ
こ
は
ク
セ
の
部
分
で
す
ね
。
現
在
は
「
花
や
咲
く
」
で
拍
子
は
踏
ま
ず

じ
っ
と
立
っ
て
い
て
、「
し
る
し
か
や
」
で
踏
む
だ
け
で
す
。
そ
の
あ
と
は
ほ
ぼ

書
い
て
あ
る
通
り
。「
面
白
や
」
で
右
ウ
ケ
、
正
面
向
い
て
出
て
い
っ
て
、
指
込

開
き
、「
乙
女
の
姿
」
で
自
分
の
姿
を
し
ゃ
ん
と
見
せ
て
、「
し
ば
し
留
ま
り
て
」

で
現
在
は
右
向
い
て
二
足
詰
め
る
、「
こ
の
松
原
」
で
指
し
て
、
周
り
の
松
原
を

見
て
、
通
常
は
開
い
て
下
が
り
ま
す
が
、
替
え
の
場
合
だ
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
角
取

り
。「
月
清
見
潟
」
で
左
へ
廻
る
、
そ
の
と
き
に
右
上
の
お
月
さ
ん
を
見
る
。
そ

し
て
真
ん
中
へ
帰
っ
て
き
て
指
込
、「
春
の
曙
」
で
開
く
。「
類
ひ
波
」
で
左
右
、

こ
こ
で
ク
セ
中
打
切
と
い
う
の
が
入
る
の
で
、こ
こ
で
拍
子
を
踏
む
と
い
う
の
が

定
型
パ
タ
ー
ン
で
す
。
そ
の
後
も
決
ま
り
き
っ
た
形
で
、「
そ
の
上
」
で
現
在
通

常
は
右
へ
廻
っ
て
も
う
い
っ
ぺ
ん
指
込
開
き
し
て
、「
月
も
曇
ら
ぬ
」
で
左
右
打

込
、
お
扇
子
広
げ
て
上
げ
扇
。
全
く
の
定
型
パ
タ
ー
ン
で
す
。

問
い
：
古
い
型
付
で
は
「
見
る
」
と
い
う
表
記
が
よ
く
出
て
き
ま
す
が
、
こ
こ
は

た
だ
定
型
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
ね
。

河
村
：
角
取
り
し
て
月
見
る
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
ご
ざ
い
ま
す
ね
。「
月
清
見

潟
」
で
右
上
見
ま
す
し
。

「
君
が
代
」
ト
上
羽
。「
な
つ
共
」
ト
左
。「
聞
も
」
ト
右
。「
声
そ
へ
て
」
と
打
込

開
。「
笙
笛
」
ト
身
ヲ
替
出
。「
孤
雲
の
」
ト
右
へ
廻
リ
。「
落
日
」
ト
西
ヲ
カ
サ
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シ
見
。「
蘇
迷
盧
の
」
ト
東
ヲ
見
。
又
ハ
「
蘇
迷
盧
」
ト
西
斗
カ
サ
シ
テ
モ
。「
緑

ハ
」
ト
右
へ
乗
。
又
ハ
乗
ス
ニ
モ
指
出
。「
花
降
て
」
ト
カ
サ
シ
廻
ル
。「
白
雲

ノ
」
ト
シ
ト
メ
。

河
村
：
こ
こ
も
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。「
落
日
の
紅
は
」
の
現
在
の
普
通
の
型
は
、
正

面
向
き
に
指
込
開
き
を
し
て
、雲
の
扇
の
型
を
し
ま
す
。
古
い
も
の
は
「
西
を
見

る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
岡
家
の
観
世
流
型
付
に
は
﹇「
笙
ち
ゃ
く
き
ん

く
ご
」
と
、
空
を
見
て
右
へ
廻
る
。「
落
日
の
紅
」
と
西
を
見
て
も
。
方
角
あ
し

く
ハ
み
ず
に
も
。「
そ
め
色
の
山
」
見
る
。
東
へ
向
く
か
。﹈
と
書
い
て
あ
る
ん
で

す
（『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』）。
よ
く
ね
、
こ
う
い
う
ク
セ
で
右
に
廻
り
込

ん
で
西
を
見
る
型
が
あ
る
ん
で
す
。
本
当
は
指
込
開
き
が
定
型
や
け
ど
も
、《
雲

林
院
》の
ク
セ
で
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
大
左
右
打
込
開
き
し
て
右
廻
っ
て
指
込
開

き
が
定
型
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、お
月
さ
ん
を
見
る
の
に
西
を
向
く
の
が
替
え
の
型

に
な
っ
て
ま
す
。
こ
れ
も
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
す
。
羽
衣
で
お
日
さ
ん
が
沈
む

と
こ
ろ
で
西
を
見
て
も
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、「
蘇
命
路
の
山
を
う
つ
し
て
」
つ

ま
り
富
士
山
に
お
日
さ
ん
が
当
た
っ
て
見
え
て
ん
の
や
か
ら
、
あ
っ
ち
見
た
り

こ
っ
ち
見
た
り
っ
て
い
う
の
も
騒
が
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
現
代

の
、前
向
い
て
る
の
が
私
は
い
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
最
後
の
キ
リ
の
型
で
、「
愛

鷹
山
や
富
士
の
高
嶺
」と
い
う
の
が
確
か
に
西
の
方
に
富
士
山
が
く
る
こ
と
に
な

る
ん
で
す
ね
。「
蘇
命
路
の
山
を
う
つ
し
て
」
の
と
こ
ろ
で
西
を
向
い
て
し
ま
う

と
、光
が
西
で
山
が
東
と
な
る
と
こ
れ
ま
た
や
や
こ
し
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ

こ
で
あ
ん
ま
り
決
め
ん
方
が
い
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

天
女
が
さ
ら
に
舞
う
（〔
詠
〕【
序
之
舞
】〔
ノ
リ
地
〕【
破
之
舞
】〔
ノ
リ
地
〕）

コ
イ
合
聞
テ
「
南
無
」
ト
合
掌
シ
、「
東
遊
」
ト
甘
キ
。

序
カ
ヽ
ル
。
太
鼓
ノ
頭
ニ
拍
子
。

「
或
ハ
」
ト
カ
サ
シ
上
羽
。「
又
ハ
」
ト
左
右
。「
色
香
も
」
ト
打
込
。「
左
右
」
ト

左
右
シ
テ
ス
ク
ニ
角
取
。「
花
を
」
ト
袖
カ
サ
シ
左
ヘ
廻
ル
。
又
ハ
打
込
テ
「
花

を
」
ト
右
へ
身
ヲ
入
カ
サ
シ
テ
モ
。「
な
ひ
く
も
」
ト
シ
ト
メ
。

河
村
：
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。「
花
を
」
の
と
こ
ろ
は
お
扇
子
を
上
に
上
げ
て
頭
に
か

ざ
す
型
で
す
。
そ
の
ま
ま
角
取
っ
て
何
も
せ
ず
に
か
ざ
す
か
、あ
る
い
は
右
の
方

へ
返
し
て
や
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

破
ノ
舞
。
左
右
シ
テ
打
込
開
。
指
小
廻
リ
シ
テ
カ
サ
シ
廻
リ
シ
ト
メ
。

河
村
：
こ
こ
は
た
ん
に
、
破
之
舞
で
段
を
取
る
か
取
ら
な
い
か
の
問
題
で
、
こ
れ

は
段
取
っ
て
ま
す
ね
。
現
在
は
取
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

問
い
：
段
を
取
る
と
も
う
一
回
廻
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

河
村
：
段
を
取
る
と
、
真
ん
中
の
と
こ
ろ
で
拍
子
踏
ん
で
、
指
し
て
、
角
行
っ
て

ま
た
廻
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
女
が
去
る
（〔
ノ
リ
地
〕）

「
東
遊
」
ト
シ
ト
メ
。
返
ニ
出
。「
三
五
夜
」
ト
開
。「
満
願
」
ト
指
出
開
。「
御

願
」
ト
右
へ
廻
リ
、「
国
土
成
就
」
ト
開
。「
七
宝
」
ト
二
ツ
招
キ
出
。「
国
土
に
」

ト
扇
左
へ
取
。「
施
し
」
ト
先
ヘ
出
ス
。

「
去
程
に
」
ト
角
取
テ
左
へ
廻
ル
。「
羽
衣
」
ト
右
へ
身
ヲ
入
。「
た
な
ひ
き
」
ト

二
ツ
扇
左
ヘ
ヤ
リ
。「
三
穂
の
」
ト
開
、正
面
ヲ
見
。「
浮
嶋
」
ト
右
ヘ
少
廻
リ
様

ニ
扇
右
へ
取
。「
足
高
山
」
ト
ス
ク
ニ
指
角
ヘ
行
。「
冨
士
の
」
ト
カ
サ
シ
正
面
ノ

少
右
ノ
上
ヲ
見
。「
幽
に
」
ト
左
ヘ
廻
リ
身
ヲ
カ
ヘ
行
、
右
へ
廻
リ
開
ト
メ
。
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河
村
：「
東
遊
」
で
打
込
、
返
シ
に
な
っ
た
ら
出
て
い
っ
て
、「
三
五
夜
中
の
空
に

ま
た
満
願
真
如
の
」
で
指
込
開
き
に
な
っ
て
ま
す
が
、現
在
は
角
取
り
を
し
て
右

上
の
お
月
さ
ん
を
見
る
。
左
へ
廻
っ
て
大
小
前
、「
御
願
円
満
国
土
成
就
」
で
指

込
開
き
。
こ
の
型
付
で
は
そ
の
ま
ま
「
右
へ
」
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
向
き
が
違
い
ま
す
。「
七
宝
充
満
」
の
と
こ
ろ
で
二
つ
招
き
扇
し
て
、「
国
土

に
」
と
左
向
い
て
お
扇
子
取
っ
て
「
施
し
」
と
お
扇
子
を
平
ら
に
し
て
前
へ
出

す
。
こ
れ
は
現
在
の
普
通
の
型
で
、
同
じ
で
す
。

「
去
る
ほ
ど
に
」
角
取
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、
現
在
は
角
行
か
ず
に
そ
の

ま
ま
左
廻
り
し
ま
す
。﹇「
三
穂
の
」
ト
開
、
正
面
を
見
﹈
は
、
現
在
は
正
面
で
は

な
く
、
少
し
右
を
見
ま
す
。「
浮
島
が
」
少
し
右
廻
り
し
て
と
あ
り
ま
す
が
、
現

在
は
そ
の
ま
ま
角
へ
い
き
ま
す
。「
富
士
の
」
は
﹇
正
面
ノ
少
右
ノ
上
ヲ
見
﹈
で

す
が
、
現
在
は
角
か
ら
左
へ
廻
っ
て
、
脇
座
前
か
ら
幕
の
方
を
向
い
て
指
し
た

ら
、
そ
こ
に
富
士
山
が
あ
る
。
そ
し
て
指
し
詰
め
。
私
の
解
釈
で
は
、「
三
穂
の

松
原
」
で
は
、
左
手
に
扇
取
っ
て
、
少
し
上
空
か
ら
下
の
松
原
を
見
お
ろ
し
て
る

ん
で
す
よ
ね
。「
浮
島
が
雲
の
愛
鷹
山
や
富
士
の
高
嶺
」
で
は
、
愛
鷹
山
も
富
士

山
も
、
自
分
よ
り
は
ま
だ
上
に
あ
る
。
で
す
か
ら
、
脇
座
前
か
ら
上
の
方
を
見
な

が
ら
、
幕
の
方
へ
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
。「
か
す
か
に
な
り
て
」
で
は
今
度
富

士
山
が
自
分
よ
り
下
に
な
る
。
だ
か
ら
、か
ざ
し
廻
り
は
少
し
下
を
見
な
が
ら
廻

る
。お
扇
子
を
持
ち
直
し
て
最
後
の
指
込
開
き
す
る
と
こ
ろ
は
も
っ
と
も
っ
と
上

へ
登
る
気
分
。
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
や
る

替
え
の
型
は
、「
浦
風
に
た
な
び
き
た
な
び
く
」
を
橋
掛
か
り
で
や
っ
て
お
い
て
、

幕
の
方
を
向
き
ま
す
。
幕
の
ほ
う
が
富
士
山
で
あ
り
、一
直
線
に
ど
ん
ど
ん
高
く

な
る
。
途
中
で
く
る
く
る
廻
る
の
も
あ
る
し
、
ま
っ
す
ぐ
い
く
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
間
宝
生
能
楽
堂
で
や
っ
た
と
き
に
は
替
え
の
型
で
や
り
ま
し
た
か
ら
、橋
掛

か
り
の
途
中
で
左
袖
を
被か

づ

き
ま
し
た
。
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す

が
、袖
被
く
と
姿
が
消
え
た
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
天
狗
が
姿
消
し
た
と
か
鬼
が

姿
消
し
た
と
か
。《
羽
衣
》
も
ど
ん
ど
ん
上
に
登
っ
て
い
っ
て
、「
か
す
か
に
な
り

て
」
で
被
く
と
姿
が
消
え
た
の
だ
と
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
わ
か
り

き
っ
た
こ
と
を
再
び
実
感
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
う
あ
る
ん
で
す
。

問
い
：
富
士
山
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
普
段
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
見

て
い
ま
す
が
、
一
応
そ
う
い
う
設
定
は
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。

河
村
：「
蘇
命
路
の
山
」
の
ク
セ
の
留
め
は
や
は
り
正
面
に
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

だ
け
ど
帰
る
と
き
は
幕
の
ほ
う
に
あ
る
と
い
う
意
識
。

問
い
：
風
景
を
演
じ
る
と
い
う
か
、
空
間
の
設
定
が
大
事
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い

ま
し
た
。

河
村
：
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
し
た
い
の
で
、
角
柱
の
向
こ
う
の
ほ
う

に
満
月
が
あ
る
と
か
、《
融
》
な
ら
始
め
脇
座
の
上
の
ほ
う
に
月
が
出
て
き
て
、

南
を
通
っ
て
西
へ
沈
ん
で
い
く
と
か
、も
の
す
ご
い
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
し
ま

す
。

五
、《
羽
衣
》
に
つ
い
て

問
い
：
最
後
に
《
羽
衣
》
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
能
で
し
ょ
う
か
。
考
え
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

河
村
：
祝
言
性
が
横
溢
す
る
幽
玄
な
曲
、
豊
か
な
曲
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
曲
は
作
者
不
明
で
す
が
、世
阿
弥
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
。
世
阿
弥
が
あ
れ

だ
け
天
女
の
舞
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
、《
羽
衣
》
の
こ
と
は
何
も
触
れ
て

い
ま
せ
ん
。《
杜
若
》
が
一
番
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
行
す

る
曲
を
全
部
取
り
入
れ
て
、
い
い
と
こ
ど
り
を
し
て
、
新
し
い
世
界
を
作
り
、
か
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つ
世
阿
弥
的
で
な
い
。
言
葉
の
修
辞
も
非
常
に
単
純
。
い
ろ
ん
な
風
土
記
、環
太

平
洋
の
白
鳥
処
女
説
話
を
元
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、民
俗
的
な
話
で
あ
る
と
い

う
そ
う
い
う
広
が
り
の
世
界
に
い
て
、お
能
の
文
学
的
な
世
界
に
い
る
の
で
は
な

い
。
で
も
、
根
源
的
な
め
で
た
さ
晴
れ
や
か
さ
、
汚
れ
の
な
さ
が
あ
る
。
普
通
の

民
話
や
っ
た
ら
、
結
婚
し
て
あ
る
日
衣
を
見
つ
け
て
帰
っ
て
い
く
の
が
、
結
婚
す

る
こ
と
な
く
、
子
供
も
産
む
こ
と
な
く
、
す
ぐ
帰
っ
て
い
か
は
る
っ
て
い
う
、
こ

う
い
う
の
び
や
か
さ
、
清
ら
か
さ
、
清
純
さ
が
一
番
大
事
な
こ
と
。
豊
か
な
美
し

さ
、
幽
玄
、
祝
言
が
い
っ
ぱ
い
出
る
よ
う
に
舞
い
た
い
な
あ
と
私
は
考
え
て
お
り

ま
す
。

問
い
：
こ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
箇
所
は
あ

り
ま
す
か
。

河
村
：「
国
土
に
こ
れ
を
施
し
」
も
大
事
で
す
し
、「
左
右
左
。
左
右
颯
々
の
。」

な
ん
て
衣
翻
し
て
舞
う
と
こ
ろ
や
、「
世
に
伝
え
た
り
」
の
ユ
ウ
ケ
ン
の
と
こ
ろ
。

あ
あ
い
う
ふ
う
な
の
び
や
か
な
型
は
と
て
も
大
事
に
思
い
ま
す
。例
え
ば
和
合
之

舞
に
な
っ
た
り
彩
色
之
伝
に
な
っ
た
り
す
る
と
ど
ん
ど
ん
位
が
上
が
っ
て
い
く
。

彩
色
、
イ
ロ
エ
で
す
け
れ
ど
も
、
本
来
破
之
舞
の
あ
る
と
こ
ろ
が
ぐ
る
っ
と
歩
く

だ
け
に
な
っ
て
、
太
鼓
の
頭
を
重
ね
て
前
へ
出
て
行
っ
て
廻
る
だ
け
に
な
り
ま

す
。
結
局
イ
ロ
エ
と
い
う
の
は
彩
り
を
与
え
る
ん
や
け
れ
ど
も
、そ
れ
が
清
純
無

垢
に
な
る
と
色
が
抜
け
て
白
く
な
る
ん
で
す
ね
。他
の
曲
だ
と
素し

ら
ば
や
し

囃
子
と
い
う
の

が
あ
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
ど
ん
ど
ん
位
が
高
ま
っ
て
い

く
。
す
る
と
普
段
の
頭
の
上
に
つ
け
て
い
る
日
月
が
、和
合
に
な
っ
た
ら
鳳
凰
に

な
り
、
彩
色
に
な
っ
た
ら
白
蓮
、
菩
薩
の
世
界
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
ち
ら
の
方
向

へ
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
位
が
上
が
っ
て
い
く
曲
な
ん
で
す
。そ
う
い
う
清
ら
か
さ

が
こ
の
曲
の
一
番
の
眼
目
だ
と
感
じ
ま
す
。
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