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種
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キ
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長

尾

雄

シ
テ
と
ワ
キ
と
い
う
役
割
が
、
能
楽
成
立
の
初
期
に
現
代
ほ
ど
厳
然
と
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ワ
キ
に
当
る
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
シ
テ
・
ワ
キ
の
対
照
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
く
と
も
、
シ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
の
意
識
が
、
す
く
な
く
と
も
類
型
を
踏
ま
え

た
曲
な
ど
に
明
瞭
に
指
摘
さ
れ
得
る
の
は
、
世
阿
弥
自
筆
本
の
世
界
に
於
い
て
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
ワ
キ
の
概
念
は
、
現
在
我
々
が
主
と
し
て
現
行

曲
に
見
る
ワ
キ
と
お
よ
そ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
ワ
キ
の
呼
称
を
度
外
視
し
て
、
別
の
観
点
か
ら
謡
曲
を
観
る
と
し
て
も
、
次

の
事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
一
曲
の
中
で
、
主
た
る
演
技
者
ま
た
は
演
技
者
群
か
ら
一
歩
離
れ
て
、
独
特
な
地
位
に
立
つ
演
技
者
（
群
）
が
、
殆
ん
ど

ど
の
曲
に
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
演
技
者
を
、
私
は
ワ
キ
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
呼
称
の
慣
用
と
一
致
し
て
い
る
。

我
々
の
通
念
か
ら
言
っ
て
、
ワ
キ
の
代
表
例
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
任
意
に
、
『
高
砂
』
や
『
羽
衣
』
を
例
に
と
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
や
精
霊

を
「
見
る
」
男
で
あ
る
。
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『
高
砂
』
で
は
、
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
が
、
高
砂
と
住
吉
の
浜
で
松
の
精
や
住
吉
明
神
に
逢
う
ひ
『
羽
衣
』
で
は
漁
夫
白
竜
が
三
保
の
松
原
で
天
女
を
見

る
。
こ
の
場
合
、
友
成
や
白
竜
が
、
住
吉
の
神
や
天
女
に
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
か
た
を
し
た
か
を
、
細
部
を
勘
定
の
外
に
置
い
て
言
え
ば
、
彼
等
は
偶
然

神
や
天
女
を
「
見
た
」
の
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
「
見
た
」
者
を
素
直
に
讃
仰
す
る
な
り
、
美
し
い
天
の
羽
衣
を
わ
が
も
の
と
せ
ん
と
し
て
争
う
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
場
に
於
け
る
人
間
自
然
の
態
度
を
示
す
。
前
者
に
は
加
え
て
神
官
と
し
て
の
神
に
対
す
る
敬
意
が
あ
り
、
後
者
に
は
非
宗
教
人
、
非
官
人
と
し
て
の

通
常
人
の
、
素
朴
な
好
奇
心
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
人
物
に
、
一
方
に
は
対
象
に
讃
仰
同
調
す
る
タ
イ
プ
、
一
方
に
は
対
立
抗
弁
す
る
タ
イ
プ
が
見

ら
れ
る
の
だ
か
、
そ
の
差
異
を
別
に
し
て
言
え
ば
、
友
成
も
白
竜
も
神
や
精
霊
の
は
た
ら
き
を
傍
観
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
は
「
単
な
る
」
傍
観
者
で
は
な
い
が
、
ま
ず
彼
等
の
目
前
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
ら
を
と
っ
く
り
と
見
て
、
そ
の
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の

タ
イ
プ
に
し
た
が
っ
た
行
動
に
移
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
高
砂
』
の
神
主
友
成
は
、
彼
が
そ
の
場
に
登
場
し
て
神
に
出
逢
う
と
い
う
抽
象
的
な
意
義
以
外
に
存

在
の
意
味
を
持
た
ぬ
よ
う
に
思
え
る
。
彼
と
そ
の
従
者
た
ち
は
、
高
砂
の
浦
へ
来
て
老
人
夫
婦
に
逢
い
、
高
砂
の
松
の
在
り
所
を
た
ず
ね
、
「
よ
く
よ
く
聞
け-129 ー

ば
有
難
や
」
な
ど
と
言
い
、
更
に
老
翁
の
あ
と
を
追
っ
て
住
吉
へ
行
き
、
神
の
影
向
を
見
る
。
彼
の
す
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
示
す
限
り
に
於
い

て
は
彼
は
一
種
の
通
行
人
に
す
ぎ
な
い
。
『
羽
衣
」
の
白
竜
は
も
う
少
し
多
く
の
こ
と
を
し
て
い
て
、
天
女
の
運
命
を
支
配
し
、
演
舞
を
強
要
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
本
質
的
に
言
っ
て
、
無
責
任
な
一
個
の
通
行
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
ワ
キ
の
す
べ
て
が
通
行
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
例
と

し
て
挙
げ
た
よ
う
な
素
朴
で
単
純
な
役
割
り
を
能
は
必
要
と
し
て
居
り
、
そ
の
要
請
に
従
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
、
ワ
キ
と
称
さ
れ
る
役
々
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
通
行
人
的
傍
観
者
が
ワ
キ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
通
行
人
の
性
質
を
見
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
曲
そ
の
も
の
の
性
格
を
見
る
こ
と
に
つ
な
が
る

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ワ
キ
は
素
朴
な
反
応
を
シ
テ
に
対
し
て
示
す
の
が
中
心
的
な
職
能
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
シ
テ
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
が
劇

構
成
上
便
利
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
示
現
を
中
心
と
す
る
曲
に
は
神
官
ま
た
は
勅
使
が
、
シ
テ
の
苦
悩
か
ら
成
仏
へ
の
道
を
あ
ら
わ
す
曲
に
は
僧
が
、

『
羽
衣
』
の
よ
う
な
民
話
的
な
主
題
の
曲
に
は
そ
の
土
地
の
者
な
ど
が
、
ジ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
当
然
す
ぎ
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

し
か
し
こ
こ
で
私
は
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
ワ
キ
で
は
な
く
、
も
う
す
こ
し
複
雑
な
内
容
を
背
負
っ
た
ワ
キ
に
目
を
移
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
素
朴
で
な



い
か
、
素
朴
で
は
あ
っ
て
も
単
純
で
は
な
い
ワ
キ
の
姿
を
、
い
く
つ
か
実
例
で
探
り
た
い
の
で
あ
る
。

シ
テ
が
成
仏
を
願
う
者
で
あ
り
ワ
キ
が
僧
で
あ
る
場
合
、
ワ
キ
僧
は
シ
テ
の
な
か
な
か
成
仏
出
来
ぬ
悩
み
を
聞
い
た
挙
旬
、
念
仏
や
法
華
の
力
で
シ
テ
の
悲

願
を
達
す
る
た
す
け
に
な
っ
て
や
る
。
そ
の
場
合
、
ワ
キ
の
最
初
の
立
場
は
や
は
り
旅
行
者
乃
至
通
行
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
何
者
か
わ
か
ら
ぬ
シ
テ
に
出

逢
い
、
や
が
て
シ
テ
の
雄
弁
な
物
語
に
よ
っ
て
あ
る
真
相
を
知
ら
さ
れ
、
回
向
を
た
の
ま
れ
、
実
は
シ
テ
こ
そ
が
当
の
回
向
を
の
ぞ
む
本
人
で
あ
る
こ
と
を
知

る
。
次
に
僧
の
回
向
に
よ
っ
て
シ
テ
の
本
来
の
姿
が
示
さ
れ
、
思
い
出
多
い
過
去
を
語
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
な
が
ら
成
仏
得
脱
の
身
と
な
っ
て
行
く
シ
テ
の
姿

を
我
々
は
見
る
の
で
あ
る
。
成
仏
せ
ず
、
成
仏
以
前
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
シ
テ
は
は
じ
め
に
ワ
キ
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て

ま
り
変
ら
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
定
型
に
必
ず
し
も
即
さ
ぬ
曲
を
見
ょ
う
。
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姿
を
あ
ら
た
め
て
ワ
キ
の
も
と
か
ら
去
っ
て
ゆ
く
。
鬼
に
対
す
る
山
伏
と
い
う
よ
う
な
、
対
立
圧
服
の
関
係
に
立
つ
シ
テ
と
ワ
キ
の
場
合
も
経
過
は
こ
れ
と
あ

雪
の
降
る
山
道
に
あ
ら
わ
れ
て
ワ
キ
を
自
家
に
伴
い
、
役
の
小
角
に
要
請
さ
れ
た
岩
橋
を
完
成
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
に
不
動
の
索
に

い
ま
し
め
ら
れ
て
い
る
姿
を
見
せ
る
時
、
ワ
キ
の
立
場
を
つ
と
め
る
の
は
、
役
の
小
角
の
法
統
を
引
く
は
ず
の
山
伏
で
あ
る
。

の
り

葛
城
の
神
は
は
じ
め
雪
の
中
の
里
女
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て
山
伏
の
前
に
「
法
の
答
の
呪
阻
を
負
ひ
、
こ
の
山
の
名
に
し
お
ふ
、
蔦
か
づ
ら
に
て
身
を

『
葛
城
』
の
シ
テ
が
、

縛
め
て
、
な
ほ
三
熱
の
苦
し
み
あ
り
」
と
、
そ
の
身
の
異
常
な
経
験
、
異
常
な
身
分
を
明
ら
か
に
し
て
「
祈
り
加
持
」
を
た
の
む
。
葛
城
の
山
の
神
で
あ
る
こ

圧
服
さ
れ
て
不
動
明
王
の
縛
に
つ
い
た
の
だ
が
、
「
こ
れ
見
給
へ
や
明
王
の
。
索
は
か
ふ
る
身

の
女
性
は
、
そ
の
神
の
力
よ
り
も
強
い
小
角
の
呪
力
に
よ
り
、

を
い
ま
し
め
て
」
と
い
う
時
、
そ
の
身
は
千
古
の
い
に
し
え
に
受
け
た
神
の
恥
辱
を
そ
の
ま
ま
見
つ
め
つ
づ
け
て
来
て
い
る
。
前
シ
テ
の
「
露
に
責
め
ら
れ
起

き
ふ
し
の
。
立
居
も
お
も
き
岩
戸
の
う
ち
」
と
い
う
謡
に
、
そ
の
お
も
む
き
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ワ
キ
は
、
法
祖
役
の
小
角
の
山
神
に
対
し
て
行
な
っ
た
呪
阻
を
心
に
よ
く
知
っ
て
葛
城
山
に
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
「
神
の
昔
の
跡
と
め
て
、

葛
城
山
に



参
ら
ん
」
と
い
う
ワ
キ
次
第
は
、
ワ
キ
山
伏
に
そ
う
し
た
心
情
が
働
い
て
い
た
と
い
う
証
し
に
は
、
す
こ
し
弱
い
よ
う
で
あ
る
。
が
、
現
に
三
熱
の
苦
し
み
を

受
け
て
い
る
女
神
を
目
に
す
る
と
共
に
、
「
そ
の
力
で
罪
障
解
脱
に
導
く
」
と
こ
ろ
の
ワ
キ
の
約
束
に
従
っ
て
、
法
祖
が
宣
告
し
執
行
し
た
刑
罰
か
ら
シ
テ
を
解

き
放
つ
と
い
う
立
場
に
ワ
キ
は
立
つ
の
で
あ
る
。
曲
の
中
に
は
こ
の
女
神
の
罪
の
許
さ
れ
る
場
面
は
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
ワ
キ
は
そ
の
目
的
に
向
っ
て

力
を
つ
く
し
、
シ
テ
の
解
放
は
情
緒
的
に
は
予
告
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
シ
テ
は
蔦
葛
に
五
体
を
ま
と
わ
れ
な
が
ら
、
こ
の
ワ
キ
の
よ
う
な
山
伏
の
到
来

を
待
ち
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
罪
と
恥
辱
を
み
つ
め
る
心
の
動
き
と
平
行
し
て
、
こ
の
「
救
う
者
」
の
到
来
を
待
ち
、
い
つ
か
は
や
っ

て
来
る
「
救
い
」
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
者
と
を
見
つ
め
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
見
給
へ
や
」
と
、
ひ
た
す
ら
わ
が
身
を
見
せ
る
そ
の
時
に
、
見
せ
る
我

が
身
を
誰
よ
り
も
よ
く
見
つ
め
て
い
る
者
は
シ
テ
で
あ
り
、
そ
の
シ
テ
は
同
時
に
法
力
あ
る
ワ
キ
を
見
つ
め
る
心
を
持
っ
て
い
る
。
我
が
身
と
相
手
と
、
そ
の

双
方
の
心
の
奥
を
シ
テ
は
見
つ
め
る
の
だ
。
一
方
、
ワ
キ
は
本
来
「
見
る
」
者
の
常
と
し
て
、
シ
テ
の
姿
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
シ
テ
と

同
様
に
相
手
を
も
自
己
を
も
み
つ
め
る
よ
う
な
、
複
雑
な
凝
視
を
行
な
う
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

少
く
と
も
『
葛
城
』
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
二
重
の
凝
視
を
ワ
キ
が
持
ち
得
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
前
述
の
通
り
ワ
キ
は
法
祖
役
の
小
角-131-

が
山
神
に
対
し
て
と
っ
た
処
置
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
切
実
に
は
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
解
説
を
求
め
る
相
手
の
心
を
し
か
と
見
据
え
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
は

葛
城
の
神
の
昔
話
は
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
だ

っ
き
り
と
山
伏
で
あ
る
自
己
の
立
場
を
反
省
す
る
気
分
は
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
。
「
神
の
昔
」
と
い
う
か
ら
、

が
、
こ
の
ワ
キ
の
本
質
は
修
験
の
道
場
め
ぐ
り
の
客
僧
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
三
熱
の
苦
に
つ
い
て
聞
き
蔦
葛
の
ま
つ
わ
る
神
体
を
見
て
か
ら
あ
と

は
、
明
ら
か
に
法
祖
の
神
に
対
す
る
行
な
い
を
自
覚
し
、
そ
の
い
ま
し
め
を
解
く
べ
き
方
向
に
心
を
動
か
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
謡
曲
の
文
面
に

か
み
と
E
ろ

は
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
か
の
葛
城
の
神
慮
」
と
い
う
待
謡
の
句
は
、
シ
テ
の
「
神
慮
」
と
、
そ
の
神
慮
の
淵
源
と
な
っ
た
法
祖
の
行
な

い
の
結
果
と
を
共
に
見
つ
め
つ
つ
あ
る
ワ
キ
の
心
情
を
、
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
葛
城
』
の
シ
テ
は
、
現
在
の
自
己
と
過
去
の
自
己
、
お
よ
び
、
こ

の
二
者
の
時
間
的
間
隙
を
埋
め
る
と
こ
ろ
の
、
長
い
時
聞
を
経
過
し
て
来
た
自
己
と
を
、
二
重
三
重
に
省
み
る
立
場
に
あ
る
が
、
同
様
に
ワ
キ
も
ま
た
、
現
在

重
性
が
互
い
に
投
影
し
あ
っ
て
、

の
自
己
と
、
自
己
の
起
源
と
も
い
う
べ
き
役
の
行
者
の
時
点
と
を
二
重
に
見
る
目
を
持
ち
、
し
か
も
曲
全
体
の
構
成
上
は
、
シ
テ
・
ワ
キ
相
互
の
二
重
性
、
三

や
や
複
雑
な
関
係
が
こ
こ
に
は
作
ら
れ
て
い
る
。
『
葛
城
』
は
作
者
を
世
阿
弥
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
は
作
者
不
明



と
言
う
べ
き
作
で
あ
る
か
ら
、
作
ら
れ
た
年
代
に
つ
い
て
も
確
実
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
関
係
は
あ
な
が
ち
完
成
発
達
し
た
後
の

能
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
榎
並
左
衛
門
作
の
古
能
『
鵜
飼
』
で
は
、
『
葛
城
』
の
場
合
と
は
か
な
り
ち
が
う
が
、
ワ
キ
ヅ
レ
が
シ
テ

鵜
使
の
生
前
を
知
る
人
で
あ
っ
た
と
い
う
あ
た
り
に
錯
綜
の
い
と
ぐ
ち
が
見
え
、
金
春
権
守
が
演
じ
た
と
い
う
『
海
人
』
で
は
、
ワ
キ
と
で
は
な
い
が
子
方
と

シ
テ
と
の
聞
に
た
い
そ
う
劇
的
な
錯
綜
関
係
が
あ
る
。

世
阿
弥
作
と
考
え
ら
れ
る
『
敦
盛
』
で
は
、
シ
テ
敦
盛
に
対
し
て
ワ
キ
は
熊
谷
直
実
が
出
家
し
て
蓮
生
と
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
通
例
の
僧
ワ
キ
で
は
あ
る

が
、
そ
の
内
面
は
他
の
た
と
え
ば
『
頼
政
』
や
『
井
筒
』
な
ど
と
同
日
に
談
ず
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
修
羅
物
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
、
戦
場
で
非
業
の

死
を
と
げ
た
シ
テ
に
対
し
て
、
ワ
キ
は
そ
の
若
者
の
首
を
討
っ
た
当
の
相
手
な
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
夢
幻
的
な
能
の
ワ
キ
に
、
シ
テ
と
何
等
か
の
関
係
を

持
っ
た
人
物
を
登
場
さ
せ
る
の
が
好
き
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

あ
る
程
度
ま
で
は
、
『
敦
盛
』
の
よ
う
な
作
劇
法
を
世
阿
弥
の
発
明
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で

あ
ろ
う
。
『
清
経
』
や
『
忠
度
』
な
ど
、
夢
幻
的
な
能
の
中
に
も
そ
の
例
が
数
え
ら
れ
る
。

蓮
生
は
、
ワ
キ
名
ノ
リ
に
も
あ
る
如
く
に
、
「
敦
盛
の
ご
菩
提
を
も
弔
は
ば
や
と
存
じ
」
て
一
の
谷
に
到
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
旅
行
者
で
は
な
い
。

。
白

向
。

敦
盛
の
方
で
は
、
は
じ
め
か
ら
戦
場
の
恨
み
を
あ
ら
わ
に
述
べ
る
よ
う
な
挙
に
出
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
「
上
野
に
当
た
っ
て
笛
の
音
」
を
聞
か
せ
、
多
く
の

草
刈
り
男
に
ま
ぎ
れ
た
駄
で
姿
を
あ
ら
わ
し
、
蓮
生
に
念
仏
の
心
の
深
い
こ
と
を
た
し
か
め
て
か
ら
「
ま
こ
と
は
わ
れ
は
敦
盛
の
、
競
り
の
者
に
て
候
ふ
な
り
」

た
な
と
ζ
ろ

と
言
っ
て
、
回
向
を
た
の
み
中
入
す
る
。
そ
の
中
入
前
に
、
ワ
キ
は
「
縁
り
と
聞
け
ば
懐
か
し
ゃ
と
、
掌
を
合
は
せ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
言
い
、
シ
テ
と

唱
和
し
て
観
無
量
寿
経
に
近
い
偏
を
口
ず
さ
む
。

あ
ら
有
難
や
わ
が
名
を
ば
、
申
さ
ず
と
て
も
明
け
暮
れ
に
、
向
か
ひ
て
回
向
し
給
へ
る
、
そ
の
名
は
わ
れ
と
言
ひ
捨
て
て
」
前
シ
テ
は
消
え
去
る
。
敦
盛
の
名

を
聞
い
た
と
き
の
蓮
生
の
第
一
の
感
想
は
「
縁
り
と
聞
け
ば
懐
か
し
ゃ
」
で
あ
り
、
そ
の
蓮
生
の
心
の
中
で
敦
盛
と
は
、
「
明
け
暮
れ
に
向
か
ひ
て
回
向
」
す

シ
テ
の
こ
と
ば
と
し
て
地
が
う
た
う
よ
う
に
、
「
ひ
と
戸
だ
に
も
足
り
ぬ
ぺ
き
に
、毎日
毎
夜
の
お
弔
ひ
、

る
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
切こ
実こ
にで
我は
が『
過葛
去城
ヌ~ b 

振の
り場
か合
えょ
っり

ても
いも
るつ
。と

シ深
テく
の

塑も
........つ

tそと
』切

あ害
曲·－~
が手

些主
事凡 ワ

的 dユ
差正
也 t主

主見
r.J ~コ

谷め
只ノ ノ~

修己

震ご
する
At'¥ 0 

る『
だ葛
け城
tこ』
、の

葛ワ
城キ
のよ
山り
神も
が蓮
そ生
のの
身方
をが
振も
りつ



か
え
る
ほ
ど
に
は
省
り
み
ら
れ
て
い
な
い
が
、
熊
谷
の
手
に
よ
っ
て
非
業
の
死
を
と
げ
た
若
者
が
、
そ
の
熊
谷
の
到
来
を
こ
の
一
の
谷
で
待
ち
続
け
た
心
情

は
、
こ
の
曲
の
場
合
に
も
極
め
て
明
ら
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
0
7

で
「
因
果
は
巡
り
逢
ひ
た
り
、
械
は
こ
れ
ぞ
と
討
た
ん
と
す
る
に
、
仇
を
ば
恩

に
て
、
法
事
の
念
仏
し
て
弔
は
る
れ
ば
、
終
に
は
共
に
生
ま
る
べ
き
、
同
じ
蓮
の
蓮
生
法
師
」
と
心
を
や
わ
ら
げ
、
あ
と
の
回
向
を
重
ね
て
た
の
む
に
至
る
シ

テ
も
、
出
発
点
で
は
ま
ず
怨
み
を
抱
い
て
待
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
敦
盛
の
心
は
、
熊
谷
に
対
す
る
怨
み
ば
か
り
で
充
た
さ
れ
て
い
た
ろ
う
か
。
平
家
物
語
を
知
る
者
に
は
そ
う
は
思
い
難
い
。
敦
盛
の
首
を
打
つ
こ
と

を
、
熊
谷
は
あ
れ
ほ
ど
た
め
ら
っ
た
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
敦
盛
の
方
が
、
敵
の
な
さ
け
に
あ
ず
か
る
ま
い
と
、
首
打
つ
こ
と
を
熊
谷
に
う
な
が
し
た
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
世
阿
弥
は
、
そ
の
部
分
を
『
敦
盛
』
の
能
に
採
っ
て
い
な
い
。
間
狂
言
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
そ
れ
す
ら
「
そ
の
熊
谷
が
こ
の
所

へ
来
れ
か
し
、
打
ち
殺
し
て
敦
盛
の
孝
養
に
致
し
た
く
と
の
申
し
事
に
て
候
」
と
、
土
地
の
者
の
感
情
を
あ
ら
わ
に
、
熊
谷
を
憎
ん
で
い
る
。
間
狂
言
は
世
阿

弥
と
は
関
係
が
あ
る
ま
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
前
シ
テ
が
中
入
前
に
地
の
謡
を
通
じ
て
言
う
「
明
け
暮
れ
に
向
か
ひ
て
回
向
し
給
へ
る
」
と
は
、
意
地
悪
く

「
あ
な
た
も
あ
の
こ
と
を
苦
に
病
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
底
意
が
あ
る
と
受
け
取
れ
な
く
も
な
い
。
と
も
か
く
も
こ
の
曲
の
シ
テ
は
、
合
戦
の
場
面
に
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於
け
る
熊
谷
を
、
ひ
と
す
じ
に
憎
ん
で
い
た
の
だ
。

「
明
け
暮
れ
回
向
し
給
へ
る
」
が
そ
う
し
た
怨
み
の
表
現
の
裏
返
し
だ
と
し
て
も
、
ま
た
シ
テ
が
蓮
生
を
許
す
こ
と
の
出
来
る
い
と
ぐ
ち
も
、

暮
れ
回
向
」
し
て
い
る
こ
と
を
お
い
て
は
な
い
。
間
狂
言
が
「
熊
谷
は
出
家
し
て
敦
盛
の
御
菩
提
を
弔
ふ
と
申
す
が
、
左
様
の
者
な
ら
ば
そ
の
時
助
け
申
さ
う

ず
る
に
、
助
け
ぬ
者
な
ら
ば
こ
れ
は
偽
り
に
て
候
ベ
し
」
と
言
い
、
そ
の
怨
み
ご
と
の
相
手
が
当
の
出
家
し
た
直
実
と
知
る
と
、
「
擁
善
に
強
き
は
悪
に
も
強

か
た
M
mた

し
と
申
す
が
、
方
々
の
事
に
て
候
ベ
し
」
と
気
嫌
を
直
し
て
い
る
の
は
、
敦
盛
の
心
情
を
忠
実
に
土
地
の
者
の
気
持
に
翻
訳
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来

こ
の
「
明
け

る
。
こ
の
間
の
蓮
生
の
感
情
は
、
ワ
キ
名
ノ
リ
に
、
「
さ
て
も
敦
盛
を
手
に
掛
け
申
し
し
こ
と
、あ
ま
り
に
御
痛
は
し
く
侯
ふ
ほ
ど
に
、か
ゃ
う
の
身
と
は
な

り
て
候
」
と
、
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
地
の
「
明
け
暮
れ
回
向
」
に
、
「
敵
に
て
は
な
か
り
け
り
」
に
至
る
シ
テ
の
感
謝
の
気
持
が
含
ま
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
句
を
ワ
キ
の
方
か
ら
見
た
場
合
、
そ
こ
に
は
罪
の
感
情
と
、
そ
れ
を
洗
い
清
め
た
解
脱
の
気
持
と
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

h
v
h－h
ツ

一
の
谷
の
組
打
の
語
を
演
じ
た
な
ら
ば
、
「
明
け
暮
れ
回
向
し
」
、
め
ぐ
り
逢
え
ば
「
な
つ
か
し
ゃ
」
と
い
う

」
の
時
ワ
キ
が
間
狂
言
の
持
ち
場
を
奪
っ
て
、



感
情
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
キ
リ
に
同
じ
く
組
打
の
演
技
を
見
せ
る
シ
テ
の
言
わ
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
と
深
く
手
を
に
ぎ
り
合
っ
て
、
『
葛
城
』
の
相
互
関
係

を
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
具
体
化
し
た
よ
う
な
、

之
語
」
と
か
言
わ
れ
る
小
書
が
各
流
に
存
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
藤
戸
』
の
構
成
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
予
想
を
満
足
さ
せ
て

し
か
し
世
阿
弥
の
作
劇
意
図
は
そ
こ
ま
で
深
く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
『
葛
城
』
の
ワ
キ
に
比
し
て
圧
倒
的
に
内
省
の
機
縁

シ
テ
・
ワ
キ
の
気
持
の
交
流
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
に
ワ
キ
方
で
、
「
脇
之
語
」
と
か
「
組
打

く
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

の
深
い
『
敦
盛
』
の
ワ
キ
も
、
実
際
に
は
む
し
ろ
『
葛
城
』
よ
り
も
淡
白
な
印
象
を
さ
え
与
え
る
の
で
あ
る
。

蓮
生
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
罪
の
意
識
が
、
ワ
キ
の
持
ち
場
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
『
藤
戸
』
の
場
合
で
あ
る
。
『
藤
戸
』
は
従
来
世
阿
弥
作
と
さ

れ
、
そ
の
創
作
動
機
を
論
じ
た
小
林
静
夫
氏
の
魅
力
的
な
考
察
は
有
名
だ
が
、
世
阿
弥
作
と
の
確
実
な
証
拠
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
世
阿
弥
と
同
時
代
ま
た
は

そ
の
後
に
出
来
て
、
世
阿
弥
作
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
曲
群
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
曲
の
、
少
な
く
と
も
後
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
関
係
は
『
敦
盛
』

に
似
か
よ
っ
て
居
り
、
前
シ
テ
の
感
情
は
『
敦
盛
』
の
開
演
以
前
の
シ
テ
の
感
情
や
間
狂
言
の
立
場
に
近
い
。

所
の
漁
夫
を
水
先
案
内
に
た
の
み
、
し
か
も
口
外
を
お
そ
れ
で
彼
を
斬
り
殺
し
た
佐
々
木
盛
綱
は
、
そ
の
時
の
勝
ち
軍
の
思
賞
に
賜
っ
た
備
前
の
児
島
へ
と
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入
部
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
前
シ
テ
と
し
て
漁
夫
の
母
が
出
て
、
し
き
り
に
否
認
す
る
盛
綱
に
向
か
っ
て
、
車
屋
本
に
よ
れ
ば
「
な
う
さ
て
藤
戸
の
御
道
し

る
べ
申
し
て
失
は
れ
参
ら
せ
し
は
、
ま
さ
し
く
我
子
に
て
候
物
を
」
と
迫
る
。
ワ
キ
盛
綱
は
こ
れ
を
「
お
ふ
音
高
し
何
と
何
と
」
と
突
っ
ぱ
ね
る
よ
う
に
さ
え

ぎ
る
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
が
罪
の
意
識
を
内
包
す
る
人
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、
母
の
権
幕
に
つ
い
に
敗
れ
た
盛
綱
は
、
「
扱
も

か
た
り

去
年
三
月
廿
五
日
の
夜
に
い
り
て
」
で
は
じ
ま
る
語
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
漁
夫
を
殺
し
た
こ
と
を
告
白
し
、
死
骸
を
海
に
沈
め
た
場
所
を
も
告
げ
知
ら
せ

る
。
母
が
嘆
き
悲
し
ん
で
盛
綱
に
更
に
迫
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
時
盛
綱
が
亡
者
の
跡
を
弔
う
決
心
を
す
る
の
は
、
母
へ
の
同
情
の
心
も
あ
る
が
、

一
番
の
理
由
は
漁
夫
と
そ
の
母
に
対
す
る
罪
の
意
識
で
あ
る
。
特
に
漁
夫
に
対
す
る
罪
悪
感
は
強
く
、
そ
れ
に
付
随
し
て
母
へ
の
感
情
が
あ
る
。

と
ワ
キ
の
関
係
は
、
『
敦
盛
』
の
場
合
の
関
係
に
近
く
、
特
に
「
脇
之
語
」
を
と
も
な
っ
た
演
出
に
、
こ
の
曲
の
構
成
は
よ
く
似
て
い
る
。

前
シ
テ
に
対
し
て
ワ
キ
の
語
っ
た
こ
と
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
演
技
が
、
後
シ
テ
に
よ
っ
て
、
仕
草
で
ワ
キ
に
向
か
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
シ
テ

か
た
り

ワ
キ
は
語
を
、
罪

の
告
発
に
こ
た
え
て
域
悔
の
心
で
語
っ
た
の
で
あ
り
、
後
シ
テ
は
、
非
業
の
死
の
執
行
人
と
な
っ
た
ワ
キ
に
対
す
る
怨
み
の
気
持
を
こ
の
仕
ぐ
さ
の
部
分
に
こ



め
て
、
「
藤
戸
の
み
な
そ
こ
の
、
悪
竜
の
水
神
と
な
っ
て
、
恨
み
を
な
さ
ん
と
お
も
ひ
し
に
」
と
述
べ
、
し
か
も
こ
の
「
お
も
ひ
し
に
」
か
ら
あ
と
の
、
回
向

に
感
謝
す
る
部
分
で
「
敵
に
て
は
な
か
り
け
り
」
の
感
情
に
達
す
る
。
片
や
罪
を
、
片
や
怨
み
を
、
見
つ
め
て
来
た
二
人
の
聞
に
、
そ
の
語
る
事
実
は
全
き
合

一
を
見
、
次
い
で
心
も
と
け
合
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ワ
キ
の
罪
と
シ
テ
の
怨
み
が
消
え
去
る
の
は
、
単
に
供
養
の
故
で
は
な
く
、
機
悔
の
力
が
大
き
く
働
い

て
居
ょ
う
。

機
悔
と
は
、
罪
の
あ
り
の
ま
ま
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
上
の
救
い
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ワ
キ
は
告
白
償
悔
に
よ
っ
て
罪
を
消
し
、

シ
テ
は
、
そ
の
怨
念
の
な
か
で
く
り
か
え
し
演
じ
続
け
て
来
た
横
死
の
場
面
を
演
じ
て
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
怨
み
を
述
べ
つ
く
し
、
そ
の
結
果
、
ワ
キ
は
罪

か
ら
、
シ
テ
は
怨
み
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
葛
城
』
の
よ
う
な
、
遠
い
淵
源
を
持
つ
が
互
い
の
聞
に
確
た
る
意
識
の
な
い
因
縁
関
係
と
ち
が

っ
て
、
極
め
て
意
識
的
且
つ
劇
的
な
相
互
関
係
が
発
掘
さ
れ
て
居
り
、
ワ
キ
の
持
つ
内
面
と
そ
の
救
い
と
は
、
シ
テ
の
持
つ
内
面
と
そ
の
救
い
に
対
し
て
殆
ん

ど
等
価
の
内
容
を
主
張
し
得
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
等
価
の
証
し
は
し
か
し
主
と
し
て
シ
テ
あ
る
い
は
シ
テ
を
代
弁
す
る
と
こ
ろ
の
地
の
句
の
な
か
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
キ
リ
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
藤
戸
の
み
な
そ
こ
の
、
悪
竜
の
水
神
と
な
っ
て
、
恨
み
を
な
さ
ん
と
お
も
ひ
し
に
」
と
自
己
の-135 ー

怨
み
を
の
べ
た
あ
と
続
い
て
「
思
は
ざ
る
に
、
御
弔
ひ
の
、
御
法
の
御
舟
に
法
を
え
て
、
す
な
は
ち
弘
誓
の
舟
に
浮
べ
ば
、
水
馴
竿
」
と
、
深
刻
な
怨
み
を
救

う
ワ
キ
の
好
意
、
供
養
の
深
さ
を
間
接
的
に
表
現
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
ワ
キ
の
意
識
は
シ
テ
の
意
識
の
投
影
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
の
能
の
ワ
キ
は
、
シ
テ
が
供

養
さ
れ
た
い
意
向
を
持
っ
て
い
る
か
ら
供
養
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
シ
テ
を
供
養
し
た
い
と
い
う
気
持
を
は
じ
め
か
ら
積
極
的

に
持
っ
て
い
る
『
敦
盛
』
の
ワ
キ
の
よ
う
な
人
物
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
『
藤
戸
』
の
ワ
キ
も
、

彼
に
働
悔
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
シ
テ
が
居
る
か

ら
こ
そ
機
悔
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
、
積
極
的
に
罪
を
告
白
し
た
い
と
い
う
、
罪
の
意
識
の
像
が
か
ぶ
さ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
す
れ
ば

シ
テ
即
ち
第
一
人
物
に
対
す
る
、
ワ
キ
即
ち
第
二
人
物
の
従
属
関
係
は
、
「
藤
戸
』
の
場
合
も
他
の
曲
の
場
合
も
変
り
は
な
い
。
だ
が
、
「
お
お
音
た
か
し
何
と

何
と
」
と
言
い
つ
つ
も
つ
い
に
白
か
ら
の
罪
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
盛
綱
は
、
結
局
は
漁
夫
の
霊
と
同
じ
執
念
を
反
対
側
の
角
度
か
ら
見
つ
め
続
け
て
来
た
こ
と

に
な
り
、
そ
の
執
念
が
ワ
キ
の
供
養
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
き
に
、
二
人
の
人
物
は
同
時
に
、
共
通
し
た
救
い
に
達
す
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
或
る
ひ
と
つ
の
こ
と
が
ら
を
、
第
一
人
物
と
第
二
人
物
が
別
々
の
、
往
々
に
し
て
正
反
対
の
立
場
か
ら
見
つ
め
続
け
働
き
か
け
続
け
、
つ
い

に
そ
の
こ
と
が
ら
の
消
滅
に
よ
っ
て
両
人
物
の
懸
案
が
同
時
に
解
決
す
る
と
い
う
の
が
、
謡
曲
作
者
た
ち
の
採
っ
た
殆
ん
ど
共
通
の
ド
ラ
マ
ト
フ
ル
ギ
ー
で
あ

っ
た
。
夢
幻
的
な
能
の
場
合
、
問
題
の
消
滅
を
推
進
す
る
の
は
宗
教
的
な
祈
り
や
供
養
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
夢
幻
的
な
能
は
最
も
単
純
な
宗
教
劇
で
あ
る
。

現
実
的
な
能
、
た
と
え
ば
「
安
宅
』
や
『
自
然
居
士
』
で
は
、
問
題
の
解
決
は
和
解
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
般
に
夢
幻
的
な
能
の
罪
障
消

滅
の
論
理
に
影
響
さ
れ
て
、
言
わ
ば
限
ら
れ
た
時
間
に
解
決
を
急
ぐ
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
た
め
に
、
現
実
的
な
「
劇
」
と
し
て
は
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
た
場
合
が
多
い
。
が
、
こ
こ
で
は
、
問
題
消
滅
の
形
式
論
で
は
な
く
、
問
題
消
滅
に
至
る
ま
で
の
、
問
題
を
見
つ
め
る
者
の
姿
を
、
今
す
こ
し
見
ょ
う
。

『
敦
盛
』
の
「
脇
之
語
」
と
同
じ
様
な
ワ
キ
方
の
小
書
に
、
『
朝
長
』
の
「
大
崩
之
語
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
源
義
朝
父
子
の
非
運
を
扱
っ
た
曲
で
、
義
朝
の
次

担
お
く
ず
れ

子
大
夫
進
朝
長
が
後
シ
テ
で
あ
る
が
、
彼
が
都
で
の
軍
（
謡
曲
文
は
こ
こ
を
「
都
大
崩
に
て
」
と
表
現
し
て
い
る
）
に
膝
口
を
射
ら
れ
て
落
馬
し
た
次
第
を
、-136-

間
狂
言
を
引
き
つ
い
で
ワ
キ
が
語
る
。

か
た
り

こ
の
前
後
の
朝
長
の
非
運
は
、
後
シ
テ
が
修
羅
の
部
分
で
身
振
り
入
り
で
演
じ
る
か
ら
、
語
とγ
テ
の
演
技
と
の
関
係
は
藤
戸
の
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
こ
の
曲
で
の
ワ
キ
の
立
場
は
「
藤
戸
』
と
も
『
敦
盛
』
と
も
『
葛
城
』
と
も
異
っ
て
い
る
。
ワ
キ
は
、
そ
の
み
ず
か
ら
名
の
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

「
わ
れ
等
も
朝
長
の
御
ゆ
か
り
の
者
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
曲
の
よ
う
に
、
シ
テ
に
敵
対
し
た
経
歴
を
持
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
ら
の

担
割
は
か

曲
の
ワ
キ
に
於
け
る
よ
う
な
罪
の
意
識
は
持
ち
ょ
う
が
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
朝
長
が
美
濃
の
青
墓
の
宿
で
自
害
し
た
こ
と
を
聞
く
と
た
だ
ち
に
、
「
急
ぎ
彼

の
所
に
下
り
、
御
跡
を
も
弔
ひ
申
さ
ん
と
思
ひ
立
」
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ゆ
か
り
の
者
」
は
嵯
峨
清
涼
寺
の
僧
な
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
熊
谷
次
郎
直
実
と
似
た
よ
う
な
、
合
戦
の
中
に
無
常
を
感
ず
る
事
情
が
あ
っ
て
出
家

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

。
n

－
守
道
、

4
a
T刀

右
の
ワ
キ
名
ノ
リ
に
あ
る
よ
う
な
旅
急
ぎ
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
（
も
っ
と
も
こ
の
旅
急
ぎ
は
、
車
屋
本
に
は
な
い
）
。
ゆ
か



り
の
者
の
心
情
と
し
て
は
当
然
だ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
僧
形
を
し
て
居
り
、
旅
の
目
的
は
「
御
跡
を
も
弔
ひ
申
さ
ん
」
と
い
う
点
に

あ
る
。
若
く
し
て
死
ん
だ
非
業
の
霊
の
、
強
い
怨
念
を
弔
う
た
め
に
、
至
急
の
要
請
を
彼
が
感
じ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。そ
し
て
、
「
大
崩
之
語
」
の

考
案
者
に
と
っ
て
は
、
「
弔
う
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
義
の
一
部
と
し
て
、
「
語
る
」
と
い
う
こ
と
が
ら
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な

、
。

・
しM・

「
大
崩
之
語
」
は
原
作
者
（
世
阿
弥
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
が
）
の
計
算
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
第
二
人
物
た
る
ワ
キ
と
第
一
人

物
た
る
後
シ
テ
と
の
他
に
、
も
う
一
人
別
の
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
、
前
シ
テ
で
あ
る
青
墓
の
宿
の
長
は
、
『
藤
戸
』
の
母
親
と
同
じ
く
、
後
シ
テ
に

強
い
共
感
を
寄
せ
て
居
り
、
朝
長
の
死
に
つ
い
て
語
る
べ
き
熱
意
に
み
ち
て
い
る
。
「
大
崩
之
語
」
の
考
案
者
は
、
こ
の
中
間
的
人
物
の
行
な
っ
九
瓶
を
、
第

二
人
物
に
引
き
つ
が
せ
、
間
狂
言
の
詞
と
も
併
せ
て
、
朝
長
に
心
を
寄
せ
る
す
べ
て
の
人
物
が
、
朝
長
の
死
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
考
案
し
た
の
で
あ
る
。
前

シ
テ
も
ワ
キ
も
、
こ
こ
で
は
後
シ
テ
の
共
感
者
な
の
で
あ
る
。

こ
の
前
シ
テ
は
、
『
藤
戸
』
の
場
合
の
よ
う
に
ワ
キ
に
敵
対
し
は
し
な
い
が
、
後
シ
テ
の
共
感
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
『
藤
戸
』
の
構
成
に
近
い
位
置
を
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持
っ
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
、
朝
長
が
自
害
し
て
果
て
た
青
墓
の
宿
の
長
で
、
朝
長
と
彼
女
と
の
聞
に
は
何
等
か
の
交
情
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ふ
し

ぎ
や
な
こ
の
御
墓
所
へ
我
な
ら
で
は
、
七
日
七
日
に
参
り
、
御
跡
弔
ふ
者
も
な
き
に
、
旅
人
と
見
え
さ
せ
給
ふ
御
僧
の
、
涙
を
流
し
懇
に
弔
ひ
給
ふ
は
、
如
何

な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
」
と
い
う
の
が
、
前
シ
テ
と
ワ
キ
の
出
逢
っ
た
事
情
を
示
す
シ
テ
の
詞
だ
が
、
こ
の
女
性
は
義
朝
父
子
の
死
を
悼
み
、
七
日
毎
に
こ

の
墓
所
に
詣
で
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
人
に
何
等
か
の
ゆ
か
り
を
も
っ
て
つ
な
が
る
二
人
の
人
物
が
、
こ
こ
に
た
ま
た
ま
出
逢
っ
て
昔
を
語
る
と
い
う
の
が

『
朝
長
』
前
場
の
大
体
で
あ
る
。

か
た
り
か
た
り

こ
こ
で
前
シ
テ
が
昔
を
語
る
手
段
と
し
て
、
語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
語
は
、
ク
セ
、
ロ
ン
ギ
な
ど
と
ち
が
っ
て
音
楽
的
な
要
素
に
乏
し
い
。
そ
れ
だ
け
、

も
の
が
た
る
対
象
を
客
観
的
に
み
つ
め
な
が
ら
、
あ
り
の
ま
ま
を
相
手
に
告
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
封
と
は
、
音
楽
的
要
素
を
も
こ
と
ば
の
紛
飾
を
も
最
低
限

か
た
り

に
抑
え
な
が
ら
、
た
だ
語
り
手
が
問
題
と
す
る
事
実
だ
け
を
も
の
が
た
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
能
と
し
て
は
語
を
以
て
能
事
了
れ
り
と
す
る
わ
け
に

か
た
り
か
た
り

は
行
か
ず
、
語
だ
け
に
よ
っ
て
救
い
が
た
だ
ち
に
到
来
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
は
、
間
狂
言
の
語
と



自
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
朝
長
』
で
も
他
の
曲
で
も
、

後
場
と
の
関
係
で
あ
る
。
一
般
に
、
間
狂
言
は
謡
曲
の
台
本
の
内
容
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
が
二
個
の
能
と
し
て
見
る
と
き
、
そ
の
語
は
や
は
り
独

間
狂
言
は
常
に

ワ
キ
の
要
請
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
に
伝
わ
る
伝
説
な
ど
を
物
語
る
時
、

客
観
的
且
つ
無
感
動
に
そ
れ
を
語
る
。
こ
こ
で
は
劇
的
・
詩
的
な
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
事
実
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
シ
テ
と
ワ
キ
が
共
同
し

て
み
つ
め
る
べ
き
問
題
点
を
ワ
キ
に
、
そ
し
て
観
客
に
提
示
し
、
シ
テ
が
ワ
キ
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
要
求
を
確
実
に
判
断
し
て
ワ
キ
に
伝
え
、
供
養
の
必
要

な
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
。
間
狂
言
の
役
目
は
そ
れ
だ
け
で
あ
るo

も
ち
ろ
ん
ワ
キ
弘
前
や
、
殊
に
シ
テ
の
一
新
で
は
こ
れ
ほ
ど
そ
っ
け
な
く
事
実
の
み
を
述
べ
る

わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
間
狂
言
叫
需
の
あ
と
で
後
シ
テ
の
演
技
が
必
要
な
よ
う
に
、
シ
テ

a
d叫
も
ま
た
、
そ
の
後
の
演
技
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
る
。

さ
て
青
墓
の
長
は
、
間
狂
言
の
よ
う
に
単
純
に
事
実
を
語
る
の
で
は
な
い
。
こ
と
が
ら
の
記
憶
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
哀
れ
は
い
か
に
も
な
ま
な
ま
し
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
抑
え
て
語
る
に
つ
れ
て
、
感
情
の
紛
飾
は
姿
を
消
し
、
真
に
見
る
べ
き
問
題
の
在
り
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
は
じ

め
に
朝
長
の
霊
を
登
場
さ
せ
ず
、
「
見
た
」
人
と
し
て
の
長
を
し
て
語
ら
し
め
た
作
者
の
意
図
は
、
朝
長
の
最
期
の
あ
り
さ
ま
を
い
や
が
う
え
に
も
あ
り
あ
り

と
描
こ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
感
情
を
殺
し
た
も
の
が
た
り
は
、
ま
ず
最
も
雄
弁
に
そ
の
役
割
を
果
す
の
だ
が
、
こ
れ
が
こ
の
曲
の
前
シ
テ
の
意

義
な
の
で
あ
る
。

由
た
り

ワ
キ
、
ゆ
か
り
の
者
は
、
は
じ
め
か
ら
朝
長
の
霊
を
弔
う
目
的
を
持
ち
、
長
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
長
の
語
に
よ
っ
て
、
二
人
が
見
つ
め
る
べ
き

義
朝
朝
長
の
悲
惨
さ
と
い
う
問
題
点
は
明
確
に
提
示
さ
れ
、
更
に
常
の
通
り
の
間
狂
言
が
義
朝
一
旅
の
運
命
を
語
っ
て
い
っ
そ
う
広
い
展
望
を
与
え
た
あ
と

で
、
当
の
弔
わ
れ
る
朝
長
の
霊
が
出
現
し
て
、
最
期
の
有
様
を
演
じ
る
。
こ
う
し
て
、
前
シ
テ
、
間
狂
言
、
後
シ
テ
と
、
三
段
階
に
わ
た
っ
て
義
朝
父
子
の
悲

劇
が
演
じ
ら
れ
、
各
役
が
み
つ
め
る
べ
き
ひ
と
つ
の
点
は
、
三
つ
の
方
向
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
、
シ
テ
が
な
ぜ
弔
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
理
由
が
は

っ
き
り
し
、
事
実
シ
テ
は
弔
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
構
成
に
、
ワ
キ
の
立
場
か
ら
の
一
言
を
つ
け
加
え
た
の
が
「
大
崩
之
語
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
加
わ
れ
ば
、

義
朝
父
子
の
悲
劇
は
、
朝
長
を
含
め
て
四
人
の
口
や
演
技
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

『
朝
長
』
で
は
、
こ
う
し
て
三
つ
ま
た
は
四
つ
の
角
度
か
ら
非
業
の
死
の
実
態
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
死
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
印
象
で
受
け



取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
悲
惨
」
と
い
う
こ
と
ば
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
能
の
テ

ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
テ

1

マ
に
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
に
答
え
て
後
シ
テ
は
な
お
な
お
明
ら
か
に
己
の
悲
惨
を
述
べ
演
ず

る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
悲
惨
と
い
う
テ
l
マ
は
、
宗
教
心
は
な
ぜ
必
要
か
と
い
う
聞
い
に
答
え
る
か
た
ち
に
提
示
さ
れ
て
曲
を
終
る
の
だ
が
、
言
わ
ば
こ
の
曲

は
、
朝
長
や
義
朝
の
悲
惨
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
悲
惨
の
実
態
か
ら
宗
教
的
な
主
題
に
至
る
ま
で
を
、

ワ
キ
は
宗
教
的
な
供
養
を
行
な
い
、

一
種
の
意
見
羅
列
の
形
で
示
す
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ド
ラ
マ
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
そ
れ
に
近
似
し
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
供
養
の
行
な
い
手
で
あ
る
ワ
キ
は
、

は
じ
め
か
ら
朝
長
の
死
に
心
を
動
か
さ
れ
、
シ
テ
の
気
持
に
同
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
切
な
の
は
彼
が
次
第
に
朝
長
の
こ
と
を
知
る
人
の
話
を
聞
く
側

に
ま
わ
り
、
そ
の
聞
き
か
っ
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
悲
惨
な
劇
の
世
界
を
統
轄
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
き
か
っ
見
る
こ
と
に
よ
る
統
轄

の
次
に
、
供
養
に
よ
る
世
界
の
統
轄
が
来
る
。
こ
う
し
て
悲
惨
の
世
界
は
ワ
キ
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
み
つ
め
ら
れ
、
そ
し
て
い
や
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
藤
戸
』
や
『
敦
盛
』
や
『
葛
城
』
に
つ
い
て
も
こ
の
『
朝
長
』
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
当
て
は
ま
る
点
が
多
い
。
こ
こ
で
は
『
藤
戸
』
に
つ
い
て
述
べ

良
心
の
苛
責
を
語
り
、
ま
た
そ
の
苛
責
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
罪
を
秘
し
、

あ
る
い
は
供
養
を
行
な
う
。
供
養
が
必
要
な
理
由
は
、
シ
テ
の
面
か
ら
見
れ
ば

る
。
前
シ
テ
で
あ
る
母
は
、
漁
夫
の
死
が
己
に
与
え
た
損
失
を
論
じ
、
後
シ
テ
は
己
の
死
の
深
淵
を
述
べ
、
ワ
キ
は
そ
の
聞
に
立
っ
て
、
漁
夫
の
死
が
与
え
た

「
怨
み
」
、
ワ
キ
の
面
か
ら
見
れ
ば
「
罪
の
意
識
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
主
題
は
二
つ
の
面
か
ら
み
つ
め
ら
れ
、
そ
れ
が
結
局
は
罪
の
意
識
を
苧
ん
だ
ワ
キ
の
凝

視
に
よ
っ
て
収
束
さ
れ
、
い
や
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
結
末
に
至
る
ま
で
の
、
ワ
キ
の
意
識
の
変
化
が
重
要
で
あ
る
。
前
シ
テ

は
ワ
キ
の
罪
の
意
識
を
発
掘
す
る
た
め
に
登
場
し
、
後
シ
テ
は
そ
の
罪
の
意
識
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
ワ
キ
に
よ
る
主
題
の
統
轄
、

世
界
の
収
束
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
論
じ
来
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
古
い
能
『
松
風
』
な
ど
に
も
当
て
は
ま
る
。
『
松
風
』
で
は
、旅
の
僧
で
あ
る
ワ
キ
が
松
風
村
雨
の
旧
跡
に
立
ち
寄
る

こ
と
か
ら
機
縁
を
発
し
て
、
ま
ず
彼
自
身
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
こ
の
姉
妹
の
亡
霊
と
逢
う
こ
と
に
な
り
、
自
然
に
話
が
こ
の
松
風
村
雨
の
姉
妹
の
こ
と
に
至
っ

た
と
き
、
二
人
の
女
の
涙
に
ワ
キ
が
お
ど
ろ
く
と
こ
ろ
か
ら
、
シ
テ
・
ツ
レ
の
告
白
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
姉
妹
の
霊
は
、
ま
こ
と
に
よ
く
語
り

よ
く
演
じ
て
、
ヮ
キ
を
傍
観
者
の
位
置
か
ら
動
か
す
こ
と
が
な
い
が
、
し
か
し
最
終
的
に
は
供
養
者
の
資
格
を
彼
に
あ
ず
け
た
ま
ま
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。



「
松
風
ば
か
り
や
残
る
ら
ん
」
と
、
こ
の
姉
妹
の
霊
は
最
後
に
は
跡
か
た
も
と
ど
め
ず
な
る
の
だ
が
、
こ
の
曲
の
余
韻
の
な
か
で
、
そ
の
世
界
を
収
束
し
統
轄

す
る
力
は
、
ワ
キ
に
永
く
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
各
人
物
が
主
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
見
る
と
い
う
要
素
は
稀
薄
で
あ

る
。
『
松
風
』
と
同
じ
く
観
阿
弥
作
と
思
わ
れ
る
『
江
口
』
で
は
、
シ
テ
遊
女
と
ワ
キ
西
行
と
が
、
菩
薩
行
と
い
う
テ
i
マ
に
関
し
て
含
蓄
の
あ
る
問
答
を
お

こ
な
う
が
、
最
後
に
シ
テ
が
菩
薩
の
行
を
現
じ
る
。
こ
の
場
合
は
ワ
キ
の
収
束
統
轄
に
あ
ず
か
っ
た
姿
と
は
考
え
に
く
い
が
、
協
能
や
、
そ
れ
に
近
い
内
容
の

能
に
は
後
世
ま
で
し
ば
し
ば
あ
る
作
例
で
あ
る
。

あ
づ
ま

『
高
砂
』
や
『
羽
衣
』
は
、
実
は
こ
の
『
江
戸
』
の
方
に
近
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
羽
衣
』
で
は
、
「
仮
り
に
東
の
、
駿
河
舞
、
世
に
伝
へ
た
る
、
曲
と
か

や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
女
の
舞
は
ワ
キ
白
竜
の
住
む
人
間
世
界
に
伝
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
人
聞
に
と
っ
て
の
意
味
を
得
る
の
で
あ
る
。
ワ
キ
に
よ
る
世
界

の
統
轄
は
、
舞
台
面
に
あ
ら
わ
れ
た
演
能
の
な
か
で
は
顕
著
で
は
な
い
が
、
曲
の
終
っ
た
あ
と
の
、
ワ
キ
に
よ
る
天
女
の
舞
の
整
理
伝
承
が
、
言
わ
ば
約
束
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
位
置
を
ワ
キ
に
与
え
る
た
め
に
、
曲
の
中
で
ワ
キ
の
教
育
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、『
羽
衣
』
で
は
「
い
や
疑
は
人
間
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に
あ
り
、
天
に
偽
な
き
も
の
を
」
と
、
天
人
の
属
性
を
強
調
し
て
、
そ
の
舞
に
も
清
浄
な
意
義
を
与
え
る
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
『
高
砂
』
で
も
、
シ
テ
は
懇
切

に
神
威
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
ワ
キ
に
教
示
し
、
ワ
キ
は
「
よ
く
よ
く
聞
け
ば
あ
り
が
た
や
」
と
か
、
「
な
ほ
な
ほ
高
砂
の
松
の
め
で
た
き
い
は
れ
、
委

し
く
御
物
語
り
候
へ
」
と
、
質
問
を
要
所
々
々
に
さ
し
は
さ
み
な
が
ら
言
わ
ば
学
習
を
行
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
シ
テ
の
神
威
は
神
職
で
あ
る

ワ
キ
の
心
に
す
が
す
が
し
い
見
神
の
経
験
と
し
て
残
る
の
で
あ
っ
て
、
『
江
口
』
の
ワ
キ
に
見
仏
の
経
験
が
残
る
の
と
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
曲

の
ワ
キ
は
、
神
性
を
顕
現
す
る
シ
テ
を
明
ら
か
に
「
見
て
」
、
人
間
世
界
に
伝
え
る
人
間
の
代
表
な
の
で
あ
っ
て
、

世
界
の
収
束
統
轄
は
、
ワ
キ
の
伝
え
を
聞

い
て
神
の
実
在
を
信
ず
る
に
至
る
、
そ
の
後
の
人
間
各
人
の
心
の
中
で
成
就
さ
れ
る
。
『
嵐
山
』
な
ど
の
よ
う
に
ワ
キ
が
勅
使
で
あ
れ
ば
、
収
束
統
轄
は
天
皇

の
心
の
中
で
行
な
わ
れ
、
観
客
は
舞
台
に
登
場
し
な
い
天
皇
と
い
う
大
き
な
ワ
キ
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ワ
キ
は
、
何
者
か
を
「
見
る
」
人

間
世
界
の
代
表
と
し
て
、
本
来
観
念
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



四

『
敦
盛
』
や
『
藤
戸
』
の
ワ
キ
が
持
っ
て
い
る
、シ
テ
と
反
対
の
方
向
か
ら
ひ
と
つ
の
主
題
を
凝
視
す
る
立
場
は
、
シ
テ
が
キ
リ
で
実
際
に
そ
の
受
難
の
さ

ま
を
演
じ
る
場
面
に
な
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
さ
れ
、
シ
テ
の
告
白
は
ワ
キ
の
保
持
す
る
世
界
を
乗
り
越
え
て
、
よ
り
大
き
な
発
揚
に
向
か
っ
て
し
ま
う
。

」
の
こ
と
は
、
『
高
砂
』
の
ワ
キ
が
、
シ
テ
の
招
に
応
じ
て
高
砂
か
ら
住
吉
へ
つ
い
て
し
ま
う
と
、
も
は
や
あ
と
は
シ
テ
の
自
在
な
舞
を
見
る
こ
と
し
か
役

目
を
持
た
な
く
な
る
と
か
、
『
羽
衣
』
の
天
女
に
舞
を
舞
わ
せ
る
ワ
キ
白
竜
の
手
を
の
が
れ
て
、
キ
リ
に
は
シ
テ
は
空
中
に
舞
い
の
ぼ
り
、
独
自
の
境
地
を
楽

し
む
の
み
に
な
る
と
か
い
う
場
面
と
似
て
い
る
。
ワ
キ
の
教
育
は
完
了
し
て
、
精
霊
は
安
心
し
て
人
間
界
の
代
表
の
「
見
る
」
に
ま
か
せ
、
敵
の
「
祈
る
」
に

ま
か
せ
、
結
局
は
ワ
キ
の
支
配
す
る
世
界
を
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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劇
的
な
能
の
世
界
で
は
や
や
事
情
が
複
雑
に
な
る
が
、
し
か
し
事
情
は
似
か
よ
っ
た
場
合
が
多
い
。
極
め
て
劇
的
な
小
次
郎
信
光
の
『
安
宅
』
は
、
シ
テ
弁

慶
を
中
心
と
す
る
義
経
主
従
が
、
キ
リ
で
は
強
力
な
ワ
キ
富
樫
の
支
配
を
ほ
ぼ
完
全
に
脱
し
て
、
ワ
キ
の
世
界
か
ら
シ
テ
が
の
が
れ
出
て
行
く
の
で
あ
る
。
だ

が
擬
世
阿
弥
作
群
中
の
『
仲
光
』
で
は
、
最
後
に
は
シ
テ
と
子
方
の
独
自
の
世
界
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
恵
心
僧
都
と
い
う
後
ワ
キ
が
登
場

し
て
、
紛
糾
し
た
事
態
を
己
が
手
の
う
ち
に
収
束
す
る
手
腕
を
発
揮
し
て
い
る
。
『
葵
上
』
の
よ
う
な
怨
霊
退
治
・
鬼
退
治
の
系
統
の
曲
は
、
特
に
こ
の
後
ワ

キ
の
支
配
力
が
強
い
。

後
ワ
キ
に
つ
い
て
は
『
柏
崎
』
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
狂
女
物
の
古
作
で
、
前
場
と
後
場
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
ワ
キ
を
持
っ
て
い
る
（
後
場
の
ワ
キ
は

護
す
る
善
光
寺
の
住
職
で
あ
る
。
こ
の
後
ワ
キ
は
、

ワ
キ
ツ
レ
と
称
さ
れ
て
い
る
）
。
前
場
の
ワ
キ
は
花
若
の
遁
世
を
シ
テ
に
知
ら
せ
に
来
る
柏
崎
の
従
者
小
二
郎
で
あ
り
、
後
場
の
ワ
キ
は
遁
世
後
の
花
若
を
庇

母
子
再
会
の
場
に
な
る
と
劇
の
中
心
興
味
を
シ
テ
方
に
ゆ
ず
っ
て
退
い
て
し
ま
う
、
「
見
る
」
は
た
ら
き

だ
け
を
持
つ
ワ
キ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
『
清
経
』
の
ワ
キ
と
同
様
に
前
半
で
登
場
し
て
シ
テ
一
族
の
運
命
を
告
げ
知
ら
せ
る
前
ワ
キ
が
、
統
轄
者
と
し
て

の
本
ワ
キ
の
資
格
を
具
え
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
曲
の
後
ワ
キ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
「
見
る
」
専
門
の
ワ
キ
も
多
数
存
在
す
る
の



で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
狂
女
物
を
中
心
と
し
て
種
々
の
曲
に
於
い
て
見
ら
れ
る
。
『
柏
崎
』
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
、
『
高
砂
』
の
神
を
見
る
と
同
様
な
態
度
で

人
事
を
た
だ
「
見
る
」
性
質
の
後
ワ
キ
と
、
シ
テ
の
運
命
を
こ
と
ば
ひ
と
つ
で
変
え
て
し
ま
う
影
響
力
の
大
き
い
前
ワ
キ
と
が
、
合
し
て
ひ
と
つ
の
ワ
キ
の
役

目
を
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
ワ
キ
に
当
る
よ
う
な
ワ
キ
は
、
子
方
の
庇
護
者
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
シ
テ
の
境
遇
に
間
接
的
な
力
は

及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
や
特
殊
な
ワ
キ
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
『
蝉
丸
』
の
ワ
キ
で
あ
る
。
こ
の
ワ
キ
は
延
喜
の
帝
の
臣
下
で
、
第
二
皇
子
蝉
丸
を

勅
命
に
よ
っ
て
逢
坂
山
に
捨
て
に
行
く
。
ワ
キ
は
蝉
丸
の
髪
を
お
ろ
し
、
衣
服
を
次
々
に
僧
衣
に
か
え
て
行
く
。
そ
し
て
シ
テ
逆
髪
の
登
場
前
に
、
ツ
レ
で
あ

る
蝉
丸
に
杖
を
与
え
て
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
後
、
博
雅
の
三
位
と
い
う
者
が
出
て
蝉
丸
の
世
話
を
す
る
の
が
、
間
狂
言
の
役
目
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
が
『
柏
崎
』
の
ワ
キ
ツ
レ
に
当
る
、
後
ワ
キ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

今
『
柏
崎
』
に
話
を
戻
し
て
考
え
れ
ば
、
ワ
キ
従
者
が
柏
崎
の
妻
の
許
に
も
た
ら
し
た
知
ら
せ
は
、
柏
崎
某
の
死
と
花
若
の
出
家
で
あ
る
。
愛
す
る
者
二
人

な
が
ら
の
不
在
を
彼
女
が
知
る
時
、
シ
テ
の
み
つ
め
て
い
る
の
は
み
ず
か
ら
の
不
幸
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
幸
を
共
に
み
つ
め
て
く
れ
る
は
ず
の
肉
親

は
今
す
べ
て
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
冷
た
く
あ
り
の
ま
ま
を
伝
え
る
柏
崎
の
従
者
が
居
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
柏
崎
』
前
半
は
、
シ
テ
母
と
ワ
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キ
従
者
と
が
、
柏
崎
一
門
の
不
幸
を
心
な
ら
ず
も
わ
か
ち
合
い
み
つ
め
合
う
こ
と
に
な
る
。

場
合
は
、
不
幸
が
二
重
三
重
に
決
定
的
で
あ
っ
て
、
盲
目
の
弟
と
狂
っ
た
姉
と
の
再
会
は
、
何
ひ
と
つ
幸
福
の
保
証
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
、
こ
の
種
の
曲

の
な
か
で
も
際
立
っ
て
不
幸
の
か
げ
の
濃
い
曲
な
の
だ
が
、
ツ
レ
蝉
丸
に
運
命
を
告
知
し
、
冷
た
い
態
度
な
が
ら
も
そ
の
運
命
を
わ
か
ち
合
う
と
い
う
役
目

」
の
こ
と
は
『
蝉
丸
』
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
『
蝉
丸
』
の

を
、
ワ
キ
勅
使
は
果
し
て
い
る
。

ワ
キ
は
、
曲
の
は
じ
め
の
連
吟
の
な
か
で
、
「
帝
如
何
な
る
叡
慮
や
ら
ん
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
給
言
汗
の
如
し
」
と
言
わ
れ
る
帝
の
叡
慮
そ
の
も
の
が
、

こ
こ
で
は
運
命
と
等
価
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
そ
の
運
命
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
帝
に
も
、
更
に
皇
子
た
ち
の
不
運
と

い
う
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
っ
と
大
き
な
運
命
の
手
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
蝉
丸
の
運
命
の
告
知
者
は
直
接
に
は
ワ
キ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
ワ

キ
自
身
が
「
如
何
な
る
叡
慮
や
ら
ん
」
と
い
ぶ
か
っ
て
い
る
通
り
、
帝
そ
の
人
が
不
可
解
な
告
知
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
嵐
山
』
の
勅
使
が
帝
の
使
者
と



し
て
舞
台
面
の
ワ
キ
を
つ
と
め
な
が
ら
、
実
際
の
人
間
界
の
代
表
者
と
し
て
は
帝
が
想
定
さ
れ
得
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
皇
子
た
ち
の
運
命
を
「
如
何
な
る
故

ゃ
ら
ん
」
と
い
ぶ
か
り
な
が
ら
凝
視
す
る
の
は
、
実
は
帝
で
あ
る
。
『
蝉
丸
』
が
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
如
何
な
る
」
と
い
う
、
帝

に
す
ら
も
答
え
ら
れ
な
い
問
い
に
よ
っ
て
、
全
宇
宙
が
充
た
さ
れ
て
い
る
有
様
を
我
々
は
見
る
の
だ
が
、
そ
の
観
点
を
常
識
の
世
界
で
代
表
す
る
の
が
ワ
キ
の

「
如
何
な
る
叡
慮
や
ら
ん
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ワ
キ
は
告
知
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
高
砂
』
の
場
合
の
よ
う
な
、
「
見
つ
つ
問
う
」
人
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
見
る
と
こ
ろ
は
、
常
識
的
な
態
度
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
が
ら
も
、
無
限
に
深
い
の
で
あ
る
。

さ
て
『
蝉
丸
』
で
は
博
雅
の
三
位
の
位
置
に
後
退
し
て
い
る
後
ワ
キ
の
機
能
だ
が
、
告
知
者
か
ら
、
深
め
て
は
「
見
つ
つ
問
う
」
ワ
キ
に
至
る
前
ワ
キ
と
ち

が
っ
て
、
こ
れ
は
「
見
つ
つ
護
る
」
ワ
キ
で
あ
る
。
狂
女
物
で
は
、
多
く
は
ワ
キ
は
子
方
を
庇
護
し
、
や
が
て
そ
の
子
方
を
母
に
引
き
わ
た
す
。
彼
の
見
つ
め

る
世
界
は
『
蝉
丸
』
の
場
合
に
似
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
曲
で
は
、
「
人
は
再
会
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
と
い
う
、
暖
い
世
界
が

彼
の
前
に
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
不
幸
の
時
期
を
傍
観
す
る
役
で
も
あ
る
告
知
者
前
ワ
キ
と
ち
が
っ
て
、
後
ワ
キ
の
世
界
は
、
幸
福
に
な
っ
て
行
く
者
た
ち
を

傍
観
す
る
あ
た
た
か
み
を
持
っ
て
い
る
。
『
隅
田
川
』
の
よ
う
に
、
悲
運
に
終
る
筋
書
き
は
、
こ
の
種
の
曲
の
な
か
で
も
特
殊
な
も
の
で
、
十
郎
元
雅
が
こ
の

か
た
り

曲
を
書
く
に
当
っ
て
は
、
シ
テ
の
深
化
と
共
に
、
暖
か
る
べ
き
再
会
の
世
界
が
涙
に
終
る
こ
と
を
予
め
知
っ
て
い
る
ワ
キ
の
、
語
を
含
め
た
深
い
人
間
的
な
含

蓄
を
、
特
別
に
書
き
か
っ
演
じ
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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そ
の
十
郎
元
雅
の
「
弱
法
師
』
や
、
世
阿
弥
の
『
班
女
』
で
は
、
現
行
の
台
本
の
場
合
、
シ
テ
が
さ
が
し
求
め
つ
い
に
再
会
す
る
当
の
相
手
が
ワ
キ
の
役
目

に
な
っ
て
い
る
が
、
古
本
で
は
他
の
曲
と
同
じ
く
や
は
り
ツ
レ
で
、
別
に
そ
の
肉
親
再
会
を
傍
観
す
る
天
王
寺
の
施
行
僧
と
か
野
上
の
里
人
と
か
が
、
ワ
キ
と

し
て
の
働
き
を
わ
け
持
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
曲
で
は
、
ワ
キ
に
当
る
そ
れ
ら
の
役
の
持
ち
場
は
極
め
て
す
く
な
く
、
『
弱
法
師
』
で
は
施
行
の
触
れ
か

ら
梅
の
花
の
問
答
あ
た
り
ま
で
で
そ
の
役
目
は
ほ
と
ん
ど
終
っ
て
し
ま
っ
て
、日
想
観
の
後
は
現
行
の
如
く
に
高
安
左
衛
門
の
持
ち
場
に
な
る
。
「
班
女
』
の

里
人
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
の
天
理
図
書
館
蔵
本
（
天
文
十
二
年
二
月
日
）
に
は
す
で
に
名
ノ
リ
が
な
く
、
シ
テ
に
ク
ル
イ
を
す
す
め
た
り
、
吉
田
の
少

将
が
扇
を
見
た
が
っ
て
い
る
由
を
シ
テ
に
告
げ
る
た
め
に
こ
と
ば
を
は
さ
ん
だ
り
す
る
の
み
で
あ
る
。
言
わ
ば
こ
れ
は
曲
の
最
も
外
縁
に
当
る
部
分
を
辛
う
じ

て
守
っ
て
い
る
ワ
キ
で
あ
っ
て
、
時
代
の
推
移
と
共
に
こ
れ
が
整
理
さ
れ
て
つ
い
に
能
の
枠
外
に
は
み
出
し
て
し
ま
い
、
傍
観
者
な
ら
ぬ
劇
の
当
時
者
で
あ
る



高
安
通
俊
や
吉
田
の
少
将
が
ワ
キ
の
位
置
を
得
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
花
月
』
も
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
手
順
を
踏
ん
で
ワ
キ
の
転
移
が
行
な
わ
れ
た
曲
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
曲
は
世
阿
弥
当
時
す
で
に
存
在
し
た
曲
の
よ
う
だ
が
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
底
本
と
さ
れ
て
い
る
天
文
二
十
四
年
の
小
次

郎
元
頼
識
語
本
で
は
、
も
は
や
現
行
通
り
花
月
の
父
が
ワ
キ
に
な
っ
た
姿
を
し
か
見
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
間
狂
言
と
し
て
清
水
寺
門
前
の
男
が
存

在
す
る
こ
と
は
興
味
を
ひ
く
。

こ
の
間
狂
言
に
つ
い
て
も
、
『
蝉
丸
』
の
博
雅
の
三
位
と
同
じ
く
、も
と
は
こ
の
役
こ
そ
が
ワ
キ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
想

像
が
持
た
れ
得
る
の
で
あ
る
。

『
弱
法
師
』
の
場
合
、
改
変
の
結
果
高
安
通
俊
の
性
格
と
施
行
僧
の
性
格
を
併
せ
持
つ
に
至
っ
た
現
行
の
ワ
キ
は
、

ん
だ
人
物
像
の
上
に
、
慈
悲
の
眼
を
以
っ
て
す
べ
て
を
見
る
者
の
性
格
を
投
影
し
た
、
複
雑
で
深
み
の
あ
る
人
物
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
傍
観

わ
が
子
を
さ
が
し
求
め
る
悲
し
み
を
含

し
、
供
養
す
る
ワ
キ
と
し
て
の
立
場
に
見
ら
れ
た
、
シ
テ
を
手
中
に
収
め
た
あ
と
シ
テ
独
自
の
世
界
に
向
か
っ
て
解
放
し
て
や
る
と
い
う
一
種
の
節
度
は
失
な

ワ
キ
の
愛
情
に
完
全
に
つ
つ
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
『
班
女
』
で
も
『
花
月
』
で
も
、
そ
の
点
の
事
情
は
共
通
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
改
変
を
蒙
っ
た
曲
は
い
ず
れ
も
、
求
め
ら
れ
る
子
や
妻
に
当
る
人
物
が
シ
テ
に
な
っ
て
、
『
百
万
』
や
『
柏
崎
』
の
子
方
が
シ
テ
に
進
出

し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
居
り
、
そ
の
点
で
彼
等
を
求
め
歩
い
て
庇
護
者
た
ら
ん
と
す
る
人
物
が
ワ
キ
に
坐
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
か
ら
あ
る
程
度
予
想
さ
れ

わ
れ
た
。
シ
テ
は
再
会
の
喜
び
と
共
に
、
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た
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
『
花
月
』
の
間
狂
言
を
も
と
か
ら
の
ワ
キ
と
考
え
れ
ば
、
新
し
い
庇

護
者
の
手
中
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
庇
護
者
同
志
の
間
で
の
ド
ラ
マ
が
現
出
す
る
。
現
行
の
台
本
で
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
ワ
キ
が
「
こ
れ
こ

シ
テ
花
月
は
も
と
か
ら
の
庇
護
者
の
手
を
は
な
れ
て
、

そ
父
の
左
衛
門
の
尉
家
次
よ
見
忘
れ
て
あ
る
か
」
と
い
う
と
、
間
狂
言
が
そ
れ
に
異
を
申
し
立
て
る
演
出
が
前
述
の
元
頼
識
語
本
に
は
あ
り
、
現
行
で
も
そ
れ

を
下
敷
に
し
た
演
出
の
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
、
言
わ
ば
ワ
キ
群
の
中
で
の
ド
ラ
マ
と
い
う
形
で
発
展
す
る
能
は
、
『
谷
行
』
や
『
藍
染
川
』
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
次
第
に
能
の
範
鴫

を
逸
脱
す
る
傾
向
を
見
せ
は
じ
め
、
概
し
て
充
分
な
発
達
を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
花
月
』
そ
の
も
の
の
現
行
の
ワ
キ
に
も
言
え
る
よ
う
に
、

ワ
キ
の
立
場
そ
の
も
の
を
、
一
応
ワ
キ
の
規
格
を
守
っ
た
上
で
深
化
を
は
か
る
方
向
に
、
能
の
改
変
だ
け
で
な
く
作
能
そ
の
も
の
も
向
い
て
行
っ
た
の
だ
ろ

ぅ
。
傍
観
形
ワ
キ
の
傑
作
で
あ
る
『
隅
田
川
』
や
『
盛
久
』
の
作
者
と
さ
れ
る
十
郎
元
雅
は
、
世
阿
弥
の
あ
と
を
受
け
て
そ
う
し
た
ワ
キ
を
大
成
し
た
。
ま
た



小
次
郎
信
光
の
『
紅
葉
狩
』
は
、
鬼
退
治
型
の
ワ
キ
が
、
退
治
の
後
ま
で
シ
テ
に
容
赦
せ
ず
、
武
力
に
よ
っ
て
完
全
に
シ
テ
の
命
運
を
断
っ
て
し
ま
う
と
い
う

構
成
で
、
作
者
不
明
の
『
土
蜘
』
な
ど
の
場
合
と
同
じ
く
、
真
に
シ
テ
の
自
由
を
滅
ぼ
し
つ
く
す
ワ
キ
の
形
を
提
出
し
て
い
る
。

す
で
に
出
来
て
い
た
ワ
キ
の
改
変
は
、
こ
う
し
た
ワ
キ
の
創
造
の
あ
と
を
受
け
て
、

長
い
間
を
へ
て
行
な
わ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
班
女
』
の
吉
田

の
少
将
が
ワ
キ
の
位
置
を
完
全
に
握
っ
た
の
は
、
前
述
の
天
文
十
二
年
二
月
日
の
無
署
名
本
以
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
光
の
子
弥
次
郎
長
俊
没
後
ま

も
な
い
こ
ろ
の
写
本
な
の
で
あ
る
。

文
中
の
本
文
は
多
く
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
従
い
、
草
屋
本
は
朝
日
日
本
古
典
全
書
に
、
ま
た
岩
波
の
大
系
に
な
い
文
は
謡
曲
大
観
に
従
っ
た
。
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