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平

安

風

俗

題

ム
口
小

災

厄

と

田
楽
｜
｜

－－－－－－－－ l
 

’a，／
 

上

n
hド

白
広

新

わ

れ

よ

り

こ

の

か

た

あ

ま

ね

に

し

の

き

ゃ

う

ま

れ

ほ

と

ほ

と

も

か

予
二
十
余
年
以
来
、
東
西
の
二
京
を
歴
く
見
る
に
、
西
京
は
人
家
漸
く
に
稀
ら
に
し
て
、
殆
に
幽
塩
に
幾
し
。

き

た

い

へ

や

ぷ

人
は
去
る
こ
と
有
り
て
来
る
こ
と
無
く
、
屋
は
壊
る
る
こ
と
有
り
て
造
る
こ
と
無
し
。

ひ

と

を

ま

さ

其
の
移
徒
す
る
に
処
無
く
、
賎
貧
に
俸
る
こ
と
無
き
者
は
是
れ
居
り
。
或
は
幽
隠
亡
命
を
楽
し
び
、
当
に
山
に
入
り
田
に
帰
る
べ
き

者
は
去
ら
ず
o

A

づ

か

ご

と

ひ

と

ひ

自
ら
財
貨
を
蓄
ヘ
、
奔
営
に
心
有
る
が
若
き
者
は
、
一
日
と
難
も
住
む
こ
と
得
ず
。
｜
｜
池
亭
記
｜
｜

桓
武
天
皇
の
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
都
遷
り
の
こ
と
が
あ
り
、
詔
が
発
せ
ら
れ
て
以
来
、
平
安
京
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
。
平
安
京
は
南

北
を
走
る
朱
雀
大
路
に
よ
っ
て
東
西
二
京
に
分
か
た
れ
て
お
り
、
『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
、
東
の
京
（
左
京
）

を
洛
陽
城
、
西
の
京
（
右
京
）

を
長
安
城
と
号
す
る
と
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
洛
陽
・
長
安
は
中
国
の
都
で
あ
り
、
洛
陽
城
・
長
安
城
と
い
う
呼
び
名
は
平
安
京
を
中
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国
の
都
に
模
し
た
呼
び
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
東
西
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
安
京
全
体
を
時
に
は
洛
陽
、
時
に
は
長
安
と
称
し
て
い

る
そ
し
て
東
西
二
京
の
う
ち
、
東
の
京
が
、
次
第
次
第
に
発
展
を
と
げ
、
政
治
文
化
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
重
く
し
て
い
っ
た
の
に
対

し
、
西
の
京
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
、
む
し
ろ
衰
微
に
向
か
い
、
人
家
も
ま
ば
ら
と
な
り
荒
れ
る
に
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
冒
頭

に
か
か
げ
た
慶
滋
保
胤
の
『
池
亭
記
』
は
天
元
五
年
（
九
八
二
）

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
の
西
の
京
の
荒
廃
ぶ
り
を

鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
単
に
東
の
京
が
発
展
し
、
西
の
京
は
さ
び
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
人
々
の
こ
の
世
で
の
栄
達
の
欲
望
が
、
こ
の
東
西
二
京
の
繁
栄
と
荒
廃
に
見
て
と
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

少
し
で
も
こ
れ
か
ら
の
出
世
に
望
み
を
か
け
る
人
々
は
西
の
京
に
は
住
み
た
が
ら
ず
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
は
、
世
の
栄
達
の
夢
を
捨

て
た
落
伍
者
や
世
捨
人
ば
か
り
だ
、

と
保
胤
は
い
う
。
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事
実
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
邸
宅
の
分
布
状
況
を
調
べ
て
み
て
も
、
著
名
人
所
有
の
建
物
あ
る
い
は
著
名
な
建
物
は
ほ
と
ん
ど
東
の
京
に

偏
っ
て
い
て
、
西
の
京
に
は
め
ぼ
し
い
建
物
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
池
亭
記
』
の
作
者
保
胤
の
池
亭
は
、
『
拾
芥
抄
』
を

見
る
と
「
六
条
ノ
坊
門
南
、
町
尻
東
隅
」
と
あ
る
か
ら
、
西
の
京
に
あ
る
例
外
的
な
建
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
、
保
胤

が
意
識
的
に
そ
う
し
た
の
で
あ
り
、
若
く
よ
り
そ
の
文
才
を
う
た
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
勧
学
会
に
主
道
的
役
割
を
果
た
し
、
浄

土
信
仰
に
関
心
が
深
か
っ
た
保
胤
は
『
池
亭
記
』
を
書
い
た
四
年
後
の
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
年
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
出
家
を
果
た
し
て
い

る
。
『
池
亭
記
』
に
は
す
で
に
そ
う
し
た
保
胤
の
隠
棲
を
望
む
心
情
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
「
殆
に
幽
嘘
に
幾
」
か
っ
た
西
の
京
に
す
み
か
を

求
め
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
落
伍
者
や
世
捨
人
の
多
か
っ
た
西
の
京
に
対
し
て
、
人
口
の
密
集
し
て
い
た
東
の
京
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ



ろ
う
か
。
も
う
少
し
『
池
亭
記
』
で
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ひ

が

し

の

き

ゃ

う

よ

り

き

た

い

白

ゐ

う

し

と

ら

ふ

た

つ

か

た

東
京
四
条
以
北
、
乾
・
艮
の
二
方
は
、
人
々
貴
賎
と
無
く
、
多
く
群
衆
す
る
所
な
り
。

も

ん

な

ら

ち

ひ

い

へ

の

き

っ

ら

高
き
家
は
門
を
比
べ
堂
を
連
ね
、
少
さ
き
屋
は
壁
を
隔
て
篇
を
接
ぬ
。

の

が

ぬ

す

ぴ

と

東
隣
に
火
災
有
れ
ば
、
西
隣
余
炎
を
免
れ
ず
。
南
宅
に
盗
賊
有
れ
ば
、
北
宅
流
矢
を
避
り
難
し
。

こ
う
し
て
、
人
口
が
多
け
れ
ば
ま
た
多
い
が
ゆ
え
の
災
厄
と
悩
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
貧
家
の
人
は
勢
家
の
様
を
見
て
卑
屈
に
な
っ
た
り
、

う
ら
や
ん
だ
り
、
嘆
い
た
り
し
て
、

一
時
と
し
て
心
の
休
ま
る
暇
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
活
気
に
満
ち
て
は
い
る
が
、
少
し
油
断
を
す
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れ
ば
失
意
に
つ
き
落
と
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
所
で
あ
る
。

『
池
亭
記
』
は
必
ず
し
も
当
時
の
京
の
あ
り
さ
ま
を
描
写
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
は
、
平
安

時
代
中
期
、
摂
関
政
治
最
盛
期
に
至
る
平
安
京
の
あ
り
さ
ま
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
あ
る
一
画
は
没
落
し
た
一
家
が
去
っ
た
あ

と
、
誰
に
も
か
え
り
み
ら
れ
ず
荒
廃
に
ま
か
さ
れ
、

ま
た
あ
る
一
画
は
欲
望
を
追
い
、

ま
た
欲
望
に
追
わ
れ
て
一
喜
一
憂
す
る
人
々
が
群
が

り
住
ん
で
い
る
。
ま
た
、
洪
水
、
早
魁
、
疫
病
、
火
災
等
に
悩
ま
さ
れ
る
日
々
で
も
あ
る
。

一
見
華
や
か
な
平
安
京
の
裏
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
陰
を
も
見
逃
す
こ
と
な
く
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
女
房
文
学
の
ほ
と
ん

ど
よ
く
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
に
は
、
漢
詩
文
・
説
話
等
男
性
の
手
に
な
っ
た
文
学
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
篇
の
『
池
亭
記
』
の
と
ら
え
た
京
に
住
む
人
々
の
栄
光
と
失
意
を
女
房
日
記
や
王
朝
物
語
は
と
ら
え
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

女
房
文
学
の
描
写
は
内
裏
を
中
心
と
し
、
ご
く
わ
ず
か
な
周
辺
の
地
域
を
点
と
線
で
結
ん
で
成
り
た
っ
て
お
り
、
平
安
京
全
体
を
面
と
し



て
蔽
う
視
点
に
欠
け
て
い
る
。

例
え
ば
、
次
の
文
を
見
て
み
よ
う
。

八
月
十
五
夜
、
隈
な
き
月
か
げ
、
ひ
ま
多
か
る
板
屋
、
の
こ
り
な
く
漏
り
来
て
、
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
す
ま
ひ
の
さ
ま
も
、
珍
し
き
に
、

を

あ
か
っ
き
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
。
隣
の
家
々
、
あ
や
し
き
、
賎
の
男
の
戸
々
、
目
さ
ま
し
て
、

「
あ
は
れ
、
い
と
寒
し
や
」

「
今
年
こ
そ
、
な
り
は
ひ
に
も
、
頼
む
所
す
く
な
く
」
「
ゐ
中
の
通
ひ
も
、
思
ひ
か
け
ね
ば
、

い
と
心
ぼ
そ
け
れ
」
「
北
殿
こ
そ
、
聞

き
給
ふ
や
」
な
ど
、
言
ひ
か
は
す
も
聞
ゆ
。
｜
｜
｜
源
氏
物
語
・
夕
顔
｜
｜
｜

こ
れ
は
、
夕
顔
の
巻
で
、
五
条
辺
の
夕
顔
の
仮
寓
で
光
源
氏
が
夜
を
明
か
し
た
翌
朝
の
描
写
で
あ
る
。
隣
家
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
貧
し
い
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人
々
の
戸
に
よ
っ
て
、
夕
顔
の
居
宅
の
わ
び
し
さ
と
そ
の
境
遇
の
貧
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
手
法
は
心
に
く
い
。
隣
家
の
戸
が
そ
っ
く
り

聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
小
さ
な
家
の
た
て
こ
み
方
は
、

『
池
亭
記
』
の
東
の
京
の
描
写
に
「
少
さ
き
屋
は
壁
を
隔
て
篇
を
接
ぬ
」
と
あ
る
の

に
対
応
し
、
そ
の
描
き
方
は
『
源
氏
物
語
』
の
方
、
が
は
る
か
に
印
象
的
に
切
り
取
っ
て
み
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

『
源
氏
物

語
』
は
そ
れ
を
単
な
る
背
景
描
写
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
人
々
の
生
活
を
思
い
や
る
ま
で
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
が
、
女
房
文
学
の
特

質
で
も
あ
り
、
限
界
で
も
あ
っ
て
、
先
に
、
京
を
点
と
線
で
し
か
描
か
な
い
と
述
べ
た
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
漢
詩
文
は
、
時
と
し
て
空
疎
な
修
辞
に
流
れ
、
現
実
を
そ
の
修
辞
の
聞
か
ら
こ
ほ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、

一方、

説
話
は
人
間
へ
の
興
味
に
傾
き
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
貴
賎
上
下
の
人
々
の
住
む
平
安
京
の
種
々
相
を
く
り
拡
げ
て
く
れ
る
点

が
貴
重
で
あ
る
。



『
池
亭
記
』
が
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
特
に
『
方
丈
記
』
で
は
、
『
池
亭
記
』
が

う

ら

な

も

ぎ

よ

ベ

っ

と

も

が

ら

ほ

く

や

「
或
は
東
河
の
畔
に
ト
ひ
て
、
若
し
大
水
に
遇
ふ
と
き
に
は
、
魚
篭
と
伍
と
な
り
、
或
は
北
野
の
中
に
住
ま
ひ
て
、

若
し
苦
早
有
る
と
き

に
は
、
渇
乏
す
と
難
も
水
無
し
。
」
な
ど
と
比
較
的
あ
っ
さ
り
と
描
い
た
平
安
京
の
災
害
を
な
ま
な
ま
し
く
述
べ
て
「
災
厄
の
町
」
京
都
を

強
く
印
象
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
次
の
一
文
を
見
て
お
こ
う
。

え

ん

し

や

は

ふ

く

し

よ

う

お

い
は
ん
や
ま
た
命
終
の
後
は
、
塚
の
聞
に
指
捨
す
れ
ば
、
一
二
日
乃
至
七
日
を
経
る
に
、
そ
の
身
峰
れ
脹
れ
、
色
は
青
山
仮
に
変
じ

む

〈

ま

た

か

と

ぴ

ふ

く

ろ

う

や

か

ん

っ

か

ひ

は

て
、
臭
く
嫡
れ
、
皮
は
穿
け
て
、
膿
血
流
れ
出
づ
。
鵬
・
鷲
・
鶏
・
巣
・
野
干
・
狗
等
、
種
々
の
禽
獣
、
措
み
製
い
て
食
ひ
廠

〈

ず

た

だ

ま

じ

に

〈

不
浄
潰
れ
燭
る
れ
ば
、
無
量
種
の
虫
姐
あ
り
て
、
臭
き
処
に
雑
は
り
出
づ
。
悪
む
べ
き
こ
と
、
死
せ
る
狗

む
。
禽
獣
食
ひ
己
り
て
、

よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
乃
至
、
白
骨
と
成
り
己
れ
ば
、
支
節
分
散
し
、
手
足
・
肥
胸
躍
、

お
の
お
の
異
る
処
に
あ
り
。
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保
胤
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
浄
土
信
仰
が
篤
く
、
そ
う
し
た
信
仰
の
表
白
と
し
て
、
貴
賎
の
往
生
人
を
四
二
の
伝
に
分
け
て
記
し
た
『
日

本
往
生
極
楽
記
』
を
著
わ
し
て
い
る
が
、
二
十
五
三
昧
会
等
を
通
じ
て
保
胤
に
思
想
上
の
影
響
を
与
え
つ
づ
け
た
の
が
源
信
で
あ
る
。

源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
寛
和
元
年
（
九
八
五
）

の
成
立
で
、

「
念
仏
の
一
門
に
依
り
て
、

い
さ
さ
か
経
論
の
要
文
を
集
」
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
官
頭
大
文
第
一
に
描
か
れ
る
地
獄
道
以
下
六
道
の
描
写
の
酸
鼻
を
き
わ
め
る
有
様
は
、
経
論
の
引
用
に
満
ち
て
い
る
と
は
い

え
、
単
な
る
観
念
上
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
越
え
、
源
信
自
身
が
実
際
に
目
に
見
、
耳
で
聞
い
た
平
安
京
の
姿
を
幾
分
か
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
う
ち
人
道
の
不
浄
の
相
を
説
い
た
部
分
で
あ
る
が
、
打
ち
棄
て
ら
れ
た
屍
体
が
次
第
に
腐
っ
て
ゆ
く



有
様
は
、
既
に
諸
経
論
に
見
え
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
、

不
思
議
に
生
々
し
く
、
現
実
の
京
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
『
往
生
要
集
』
冒
頭
の
六
道
の
記
述
は
、
そ
の
強
烈
さ
の
故
に
、
多
く
の
人
々
に
忘
れ
難
い
印
象
を
与
え
続
け
て
き
た
が
、
そ
れ
が

単
に
別
の
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
身
を
置
い
て
い
る
こ
の
世
界
に
も
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
ま
た
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
感

じ
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
平
康
頼
の
『
宝
物
集
』
は
こ
の
『
往
生
要
集
』
の
不
浄
観
に
ふ
れ
て
、

「
恵
心
僧
都
は
、
此
不
浄

観
な
ら
ず
は
、

つ
ね
に
塚
の
間
に
の
ぞ
み
て
、
死
人
の
か
ば
ね
を
み
よ
、
と
は
お
し
へ
給
へ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
『
往
生
要

集
』
で
心
に
描
く
べ
き
相
と
さ
れ
た
情
景
が
、
現
実
の
も
の
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。
平
安
京
の
中
に
打
ち
棄
て
ら
れ
た
屍
体
が
不
浄
観
を
得

る
た
め
の
教
材
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
京
中
に
は
見
ょ
う
と
思
え
ば
、
疫
病
そ
の
他
で
倒
れ
た
人
々
が
多
く
見
か
け

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
累
々
た
る
屍
を
容
赦
な
く
描
い
て
み
せ
た
の
が
『
方
丈
記
』
で
あ
る
。
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築
地
の
つ
ら
、
道
の
ほ
と
り
に
、
飢
ゑ
死
ぬ
る
も
の
の
た
ぐ
ひ
、
数
も
不
知
。
取
り
拾
っ
る
わ
ざ
も
知
ら
ね
ば
、
く
さ
き
香
世
界
に

み
ち
満
ち
て
、
変
り
ゆ
く
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
日
も
当
て
ら
れ
ぬ
こ
と
多
か
り
。
：
：
：
ま
た
、
母
の
命
尽
き
た
る
を
不
知
し
て
、

し

と
け
な
き
子
の
、
な
ほ
乳
を
吸
ひ
っ
つ
臥
せ
る
な
ど
も
あ
り
け
り
。
仁
和
寺
に
隆
暁
法
印
と
い
ふ
人
、
か
く
し
つ
つ
数
も
不
知
死
ぬ

る
事
を
悲
し
み
て
、
そ
の
首
の
見
ゆ
る
ご
と
に
、
額
に
阿
字
を
書
き
て
、
縁
を
結
ば
し
む
る
わ
ざ
を
な
ん
せ
ら
れ
け
る
。
人
数
を
知

ら
む
と
て
、
四
・
五
両
月
を
数
へ
た
り
け
れ
ば
、
京
の
う
ち
、

の
、
路
の
ほ
と
り
な
る
頭
、
す
べ
て
四
万
二
千
三
百
余
り
な
ん
あ
り
け
る
。

一
条
よ
り
は
南
、
九
条
よ
り
北
、
京
極
よ
り
は
西
、
朱
雀
よ
り
は
東



こ
れ
は
、
養
和
二
年
（
一
一
八
二
）

の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
疫
庸
の
時
の
有
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
災
害
に
加
え
、
戦
乱
も
人
々
の

生
活
を
お
び
や
か
し
、
事
態
は
一
層
深
刻
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
情
景
と
、
先
に
引
用
し
た
『
往
生

要
集
』
の
不
浄
の
相
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
実
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

『
往
生
要
集
』
の
不
浄
の
相
は
現

実
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

隆
暁
法
印
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
養
和
二
年
の
四
月
と
五
月
の
二
箇
月
間
に
京
の
死
者
は
四
万
二
千
三
百
余
人
と
あ
る
が
、
対
象
と
し
た
地

域
は
「
京
の
う
ち
、

一
条
よ
り
は
南
、
九
条
よ
り
北
、
京
極
よ
り
は
西
、
朱
雀
よ
り
は
東
」
と
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
東
の
京
全
部
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
『
池
亭
記
』
が
「
幽
嘘
に
幾
し
」
と
評
し
た
西
の
京
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
辺
地
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
法
印
の
視
野
に
は
い

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
か
と
い
え
ば
恵
ま
れ
た
人
々
が
住
み
、

に
ぎ
わ
っ
て
い
た
東
の
京
で
さ
え
、

一
度
疫
病
が
発
生
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
地
獄
絵
さ

な
が
ら
の
光
景
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
京
の
現
実
で
あ
っ
た
。

『
方
丈
記
』
に
は
こ
の
他
の
災
厄
と
し
て
、
火
災
・
辻
風
・
飢
僅
・
地
震
の
有
様
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う

こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
平
安
京
の
人
々
は
災
厄
に
お
び
え
惑
っ
て
ば
か
り
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
日
突
然
全
て
の
人
が
あ
る
も
の
に
熱
狂
し
、
大

挙
し
て
街
路
に
く
り
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
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永
長
元
年
の
夏
、
洛
陽
大
い
に
田
楽
の
事
あ
り
。
そ
の
起
こ
る
所
を
知
ら
ず
。

初
め
間
里
よ
り
し
て
、
公
卿
に
及
ぶ
。

こ
し
つ
づ
み
ふ
り
つ
づ
み
ど
う
ぴ
宇
う
し
ぴ
ん
ざ
さ
ら
し
ょ
く
ぢ
よ
し
よ
う
ぢ
よ

高
足
・
一
足
・
腰
鼓
・
振
鼓
・
銅
銭
子
・
編
木
、
殖
女
・
春
女
の
類
、

日
夜
絶
ゆ
る
こ
と
無
し
。

哨
一
嘩
の
甚
だ
し
き
、
よ
く
人
耳
を
驚
か
す
。

諸
坊
・
諸
司
・
諸
衛
、

お
の
お
の
一
部
を
な
し
、
あ
る
い
は
諸
寺
に
詣
で
、
あ
る
い
は
街
衡
に
満
つ
。

一
城
の
人
、
み
な
狂
へ
る
が

如
し
。
け
だ
し
霊
狐
の
所
為
な
り
。

あ
い
ぢ
ん

六
条
・
二
条
、
往
復
す
る
こ
と
幾
地
、
路
に
挨
塵
起
こ
り
、
人
車
を
遮
る
。

近
代
奇
怪
の
事
、
な
に
を
以
て
こ
れ
に
尚
へ
ん
o

l
－
－
洛
陽
田
楽
記
｜
｜

白
河
院
の
院
政
が
布
か
れ
て
い
た
永
長
元
年
（
一

O
九
六
）

の
こ
と
で
あ
る
。
京
で
は
不
思
議
な
騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
。
五
月
ご
ろ
か
ら
に
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わ
か
に
田
楽
、
が
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
貴
賎
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
が
田
楽
を
行
い
な
が
ら
、
狂
っ
た
よ
う
に
町
に
く
り
だ
し
、
こ
の
た
め

に
街
路
は
人
で
あ
ふ
れ
、
車
馬
の
通
行
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
世
に
言
う
永
長
大
田
楽
で
あ
る
。
あ
る
人
は
こ
れ
を
「
霊
狐
の

所
為
」
と
言
い
、

ま
た
あ
る
人
は
こ
れ
を
「
時
の
天
言
の
致
す
所
か
」
と
評
し
た
が
、
真
の
原
因
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、

『
濫
鰐

抄
』
が
こ
れ
に
つ
い
て
興
味
あ
る
説
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
『
濫
鰐
抄
』
の
説
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
年
の
三
月
七
日
、
住
吉
の
神
主
津
守
国
基
は
、
多
く
の
僧
を
招
き
、
自
ら
建
立
し
た
荘
厳
浄
土
寺
の
落
慶
供
養
を
は
な
ば
な
し
く
行

っ
た
。
国
基
は
住
吉
社
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
人
物
で
、
有
力
貴
族
と
の
交
渉
も
あ
り
、
ま
た
歌
人
と
し
て
も
名
の
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如

く
で
あ
る
。



と
こ
ろ
が
、
そ
の
落
慶
供
養
の
際
、
集
ま
り
す
ぎ
た
群
集
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
最
中
に
、
混
乱
が
生
じ
て
橋
が
壊
れ
、
多
く
の
人

が
池
に
転
落
し
て
溺
死
す
る
と
い
う
不
祥
事
が
お
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
国
基
に
と
っ
て
生
涯
の
痛
恨
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
事

件
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
影
響
は
意
外
な
方
面
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
現
場
に
居
合
わ
せ
て
死
穣
に
触
れ
た
僧
俗
多

数
が
う
か
つ
に
も
そ
の
ま
ま
参
内
し
た
た
め
、
京
中
こ
と
ご
と
く
が
触
穣
と
な
り
、
諸
社
の
神
事
が
全
て
延
引
も
し
く
は
中
止
さ
れ
る
と
い

う
思
わ
ざ
る
事
態
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
延
引
さ
れ
た
神
事
の
一
つ
で
あ
る
松
尾
祭
に
関
し
て
、
松
尾
明
神
は
延
引
を
承
知
せ
ら
れ
な
い
と
す
る
童
謡
が
一
般
に

広
め
ら
れ
、
有
名
な
松
尾
祭
の
田
楽
が
延
引
の
決
定
を
無
視
し
て
多
数
社
に
く
り
こ
み
、
そ
れ
が
永
長
大
田
楽
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
い

うの
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
こ
の
永
長
大
田
楽
の
原
因
な
る
も
の
も
そ
の
実
否
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
爆
発
的
と
も
い
え
る
田
楽
の
盛
行
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『
濫
鰐
抄
』
の
と
な
え
る
永
長
大
田
楽
の
発
端
は
大
体
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
『
濫
鰐
抄
』
と
い
う
書
物
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
信
頼
で
き
る
も

の
様
を
考
え
て
み
る
と
、
何
か
具
体
的
に
こ
れ
と
言
え
な
い
原
因
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
多
く
の
人
々
が
く
り
出
し
て
お
り
、
そ
の
真
の
原
因

は
誰
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
田
楽
騒
ぎ
は
宮
中
に
も
飛
び
火
し
て
、
内
裏
や
院
で
殿
上
人
が

田
楽
を
行
っ
て
見
せ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
熱
狂
振
り
を
記
録
し
た
も
の
に
、
藤
原
宗
忠
の
日
記
『
中
右
記
』
と
大
江
匡
房
の
『
洛
陽
田
楽
記
』
が
あ
る
。

藤
原
宗
忠
は
道
長
の
二
男
頼
宗
の
曾
孫
に
当
り
、
中
御
門
右
大
臣
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
大
部
な
日
記
『
中
右
記
』
を
残
し
て
い
る
が
、
そ

れ
か
ら
う
か
が
え
る
宗
忠
の
人
間
像
は
、
頗
る
勤
勉
・
生
真
面
目
で
有
能
な
官
僚
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
し
か
も
故
実
に
詳
し
く
、
そ
れ
に

執
劫
に
こ
だ
わ
る
保
守
的
立
場
も
見
て
と
れ
る
。



永
長
大
田
楽
に
対
す
る
宗
忠
の
態
度
は
『
中
右
記
』
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
が
、
懐
疑
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
っ
た
。
六
月

十
二
日
条
か
ら
引
い
て
み
る
。

な

此
十
余
日
間
、
京
都
の
雑
人
田
楽
を
作
し
、
互
に
以
て
遊
興
す
。
な
か
ん
づ
く
昨
今
諸
宮
諸
家
の
青
侍
下
郎
等
、
皆
以
て
此
曲
を
成

し
、
昼
は
則
ち
下
人
、
夜
は
又
青
侍
、
皆
田
楽
を
作
し
、
道
路
に
満
盈
し
、
高
く
鼓
笛
の
声
を
発
し
、
己
に
往
反
の
妨
と
成
る
。
い

ま
だ
是
非
を
知
ら
ず
。
時
の
天
言
の
致
す
所
か
。

宗
忠
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
訳
の
わ
か
ら
な
い
騒
ぎ
は
不
快
な
も
の
で
あ
り
、
不
吉
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
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宗
忠
も
白
河
院
と
郁
芳
門
院
が
田
楽
に
熱
中
し
、
院
で
田
楽
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
遂
に
殿
上
人
の
田
楽
を
見
物
さ
せ
ら
れ
る
破
目

に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
当
代
随
一
の
文
人
で
あ
っ
た
大
江
匡
一
房
は
こ
の
永
長
大
田
楽
の
騒
ぎ
の
時
は
、
従
二
位
権
中
納
言
で
五
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
お
そ

ら
く
『
洛
陽
田
楽
記
』
は
こ
の
騒
ぎ
が
お
さ
ま
っ
て
ま
も
な
く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

代
々
学
儒
で
あ
っ
た
大
江
家
の
出
身
で
あ
る
匡
房
が
公
卿
に
ま
で
昇
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
店
一
房
自
身
の
才
学
に
並
み
並
み
な
ら
ぬ
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
後
三
条
・
白
河
・
堀
河
と
三
代
の
東
官
学
士
を
つ
と
め
、
こ
と
に
白
河
院
の
信
任
が
厚
か
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
晩
年
の
匡
房
は
学
儒
と
し
て
の
忠
実
な
官
僚
生
活
に
倦
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
『
洛

陽
田
楽
記
』
を
書
い
た
永
長
ご
ろ
か
ら
既
に
き
さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
殊
に
は
っ
き
り
と
そ
れ
が
現
わ
れ
た
の
は
、
長
治
三
年
（
一

一
O
六
）
三
月
に
二
度
目
の
大
宰
権
帥
に
任
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
老
齢
と
病
気
を
言
い
立
て
、
遂
に
赴
任
し
な
い
で
終
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。



し
か
も
、
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
て
出
仕
せ
ず
、
訪
れ
る
人
ご
と
に
世
間
の
雑
事
を
聞
い
て
書
き
と
め
て
い
た
と
い
う
。
『
中
右
記
』
の
中
で
、

宗
忠
は
そ
う
し
た
匡
房
の
振
舞
い
を
、
大
儒
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
し
、
甘
心
し
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。

ま
た
、
匡
房
は
そ
の
死
の
直
前
に
、
自
ら
の
日
記
『
江
記
』
を
焼
き
棄
て
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
晩
年
の
匡
房
の
行
動
を
見
る
と
、
白
河
院
の
信
頼
厚
い
、
才
学
並
び
な
き
学
儒
と
し
て
の
名
声
に
無
頓
着
、
無
感
動
に
な
っ
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
晩
年
の
匡
房
は
栄
誉
に
包
ま
れ
な
が
ら
寂
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
匡
房
が
最
も
期
待
を
か
け
て
い
た
一
子
隆
兼
に
、
康
和
四
年
（
一
一

O
二
）
先
立
た
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
宗
忠
が

子
孫
に
故
実
を
伝
え
る
た
め
、
『
中
右
記
』
を
清
書
し
直
し
た
り
、
部
類
し
た
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
江
家
次
第
』
と
い
う
有
職
故
実
の

大
著
を
な
し
た
匡
一
房
が
、
故
実
の
資
料
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
江
記
』
を
焼
き
棄
て
さ
せ
た
こ
と
は
、
後
を
托
す
べ
き
す

し
か
し
、
匡
房
が
晩
年
政
務
に
飽
い
た
原
因
は
、
単
に
一
子
隆
兼
の
死
の
み
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
既
に
そ
れ
以
前
、
『
洛
陽
田
楽
記
』
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ぐ
れ
た
子
孫
を
持
ち
え
な
か
っ
た
悲
し
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

を
書
い
た
頃
か
ら
、
匡
一
局
の
心
は
世
間
の
雑
事
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
匡
一
房
の
友
人
で
、
漢
詩
文
に
す
ぐ
れ
た
文

人
た
ち
が
次
々
と
世
を
去
り
、
時
の
流
れ
の
中
に
、
文
運
の
衰
え
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
『
暮
年
記
』
の
中
で
、

と

し

ご

ろ

こ

の

か

た

匡
房
は
「
こ
こ
に
頃
年
よ
り
以
来
、
か
く
の
ご
と
き
の
人
、
皆
も
て
物
故
し
た
り
。
文
を
識
る
の
人
、
一
人
の
存
る
も
の
な
し
。
」
と
言
い
、

の

ち

せ

め

の

「
寛
治
よ
り
以
後
、
文
章
は
あ
へ
て
深
く
思
は
ず
、
た
だ
翰
墨
の
責
を
避
が
る
ら
く
の
み
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
の
真
価
を
知
っ
て
く
れ

る
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
空
し
さ
が
匡
房
の
心
に
宿
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
洛
陽
田
楽
記
』
を
書
い
た
こ
ろ
か
ら
、
匡
一
房
の
著
作
に
は
、
公
的
で
な
い
、
文
辞
に
凝
ら
な
い
も
の
が
俄
か
に
数
を
増
し
て
く
る
。
『
続

本
朝
往
生
伝
』
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
二
つ
の
伝
の
他
、
「
記
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
『
遊
女
記
』
『
傭
備
子
記
』
『
対
馬
貢
銀
記
』



『
宮
崎
宮
記
』
等
世
態
風
俗
に
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
写
し
た
作
は
、
大
旨
こ
の
時
期
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

晩
年
政
務
に
倦
ん
だ
匡
房
は
何
故
こ
う
し
た
文
筆
活
動
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
は
老
い
を
迎
え
る
と
鏡
舌
に
な
る
。

一
篇
の
詩
、

一
首
の
和
歌
に
自
ら
の
思
い
を
托
し
て
よ
し
と
思
う
の
は
若
者
の
考
え
で
あ
り
、
老

人
は
自
ら
が
過
去
に
見
た
も
の
全
て
を
何
と
か
し
て
語
り
尽
く
そ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
老
人
の
心
境
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
文
学
形
態
は
お
そ
ら
く
説
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
話
集
は
そ
の
多
く
が
そ
の
編
者
を
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、

編
者
・
成
立
年
代
の
判
明
す
る
も
の
、
ま
た
判
明
は
し
な
く
と
も
種
々
の
徴
証
か
ら
、
編
者
が
老
年
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が

多
い
。そ

れ
は
、
単
に
説
話
の
収
集
に
歳
月
が
か
か
る
と
い
う
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
見
聞
し
た
こ
と
全
て
を
語
り
尽
く
す
説
話
と
い
う
形
態
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が
、
す
で
に
老
人
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

匡
房
の
晩
年
に
も
明
ら
か
に
そ
う
し
た
傾
き
が
見
て
と
れ
る
。
注
文
に
応
じ
た
お
び
た
だ
し
い
願
文
類
の
作
成
の
聞
を
縫
っ
て
書
か
れ
る

の
は
、

か
つ
て
の
華
麗
な
四
六
餅
健
文
で
は
な
く
、
平
易
な
、
技
巧
を
捨
て
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
も
世
間
の
雑
事
に
か
か
わ
る
も
の
が
多

し、。
説
話
的
興
味
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
二
著
に
加
え
て
、
談
話
の
筆
録
で
あ
る
『
江
談
抄
』

が
あ
り
、
『
狐
娼
記
』
も
そ
の
中
に
は
い
ろ
う
。

一
方
、
芸
能
者
に
対
す
る
興
味
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
『
洛
陽
田
楽
記
』
を
初
め
、
『
遊
女
記
』
『
倒
侃
子
記
』
が
あ
る
。

宗
忠
に
大
儒
の
行
い
と
し
て
は
甘
心
し
な
い
と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
匡
一
房
は
晩
年
の
文
筆
活
動
の
対
象
と
し
て
世
間
の
雑
事
を
記
録
す

る
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
『
洛
陽
田
楽
記
』
は
そ
う
し
た
作
の
う
ち
、
時
期
的
に
比
較
的
早
い
も
の
に
属
す
る
点
注
目
さ
れ
る
。



し
か
し
な
が
ら
、

『
洛
陽
田
楽
記
』
を
見
る
と
、
そ
の
文
辞
は
や
や
淡
白
に
過
ぎ
、
平
安
京
全
体
が
異
様
な
興
奮
と
熱
気
に
包
ま
れ
た
様

子
を
う
か
が
う
に
は
物
足
り
な
い
感
が
す
る
の
も
否
め
な
い
。

そ
の
記
述
は
力
め
て
抑
え
た
調
子
に
終
始
し
、
『
中
右
記
』
の
記
述
態
度
と

大
差
な
く
、
単
な
る
記
録
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
芸
能
研
究
家
を
喜
ば
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
『
洛
陽
田
楽
記
』
は
こ
の
種
の
匡
一
房
の
作
の
う
ち
で
は
一
番
精
彩
を
欠
い
て
お
り
、
『
遊
女
記
』
や
『
健

備
子
記
』
の
方
が
幾
分
な
り
と
も
対
象
へ
の
共
感
が
認
め
ら
れ
、
生
き
生
き
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
原
因
は
、
『
洛
陽
田
楽
記
』
の
末
尾
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
郁
芳
門
院
の
崩
御
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

白
河
院
の
皇
女
で
、
殊
に
院
に
鍾
愛
さ
れ
た
郁
芳
門
院
は
、
も
と
も
と
病
弱
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
田
楽
騒
ぎ
に
熱
中
さ
れ
た
の
が
原
因
と
な

っ
て
、
八
月
七
日
二
十
一
歳
で
崩
御
さ
れ
た
。
田
楽
騒
ぎ
は
こ
れ
を
契
機
に
急
速
に
収
束
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、
匡
房
の
心
に
影
を
落
と
し
て
、

田
楽
の
描
写
に
精
彩
を
欠
く
原
因
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
庶
民
の
芸
能
を
書
き
留
め
た
も
の
と
し
て
は
、
医
一
房
以
前
に
既
に
藤
原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
が
あ
り
、

匡
一
房
の

『
洛
陽
田
楽
記
』

『
遊
女
記
』

『
保
偏
子
記
』
は
い
ず
れ
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
そ
の
描
写
の
天
衣
無
縫
振

り
が
際
立
っ
て
い
る
。

『
新
猿
楽
記
』
は
そ
の
題
と
は
異
な
り
、
猿
楽
の
様
を
述
べ
て
い
る
の
は
冒
頭
の
部
分
の
み
で
、
大
部
分
は
そ
の
猿
楽
を
見
物
に
来
た
西

の
京
の
住
人
で
右
衛
門
尉
で
あ
る
人
の
一
家
の
説
明
描
写
に
費
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
右
衛
門
尉
の
妻
妾
三
人
、
娘
十
六
人
と
そ
の
婿

達
、
息
九
人
が
次
々
に
描
か
れ
、

一
種
の
物
尽
く
し
、
職
人
尽
く
し
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
文
は
四
六
餅
健
文
を
基
と
し
て
い
る
が
、
し
ば

し
ば
格
を
外
れ
た
感
が
あ
り
、
狼
雑
、
滑
稽
味
に
あ
ふ
れ
で
い
て
、
そ
の
生
々
し
き
は
『
洛
陽
田
楽
記
』
の
比
で
は
な
い
。



も
と
の
め

第
一
の
本
妻
は
、
齢
す
で
に
六
十
に
し
て
、
紅
顔
漸
く
衰
へ
た
り
。
夫
の
年
は
僅
に
五
八
に
及
び
て
、
色
を
好
む
こ
と
甚
だ
盛
な

り

ふ
け

蓋
し
弱
冠
に
し
て
公
に
奉
り
し
昔
は
、
偏
に
男
姑
の
勢
徳
に
耽
り
、
長
成
し
て
私
を
顧
る
今
は
、
た
だ
年
齢
の
懸
隔
な
る
こ
と
を

悔
ゆ
。

お
も
て

首
の
警
を
見
れ
ば
幡
々
と
し
て
朝
の
霜
の
ご
と
し
。
面
の
搬
に
向
へ
ば
畳
々
と
し
て
暮
の
波
の
ご
と
し
。

ち

な

ふ

寸

り

上
下
の
歯
は
欠
け
落
ち
て
飼
猿
の
顔
の
ご
と
し
。
左
右
の
乳
は
下
り
垂
れ
て
夏
牛
の
闘
に
似
た
り
。

」
こ
で
は
『
洛
陽
田
楽
記
』
の
よ
う
な
記
録
性
は
な
く
、

一
種
物
語
と
し
て
の
虚
構
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
が
、
物
尽
く
し
の
一
つ
一
つ

房
と
同
じ
く
学
儒
で
あ
る
が
、
匡
一
房
と
違
い
、
代
々
の
学
儒
の
家
柄
で
は
な
く
（
明
衡
以
後
学
儒
の
家
と
な
る
）
、

そ
の
た
め
の
苦
労
も
し

Q
U
 

は
か
な
り
正
確
な
百
般
の
知
識
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
生
活
を
絵
巻
物
の
よ
う
に
く
り
拡
げ
て
見
せ
る
面
白
さ
が
あ
る
。
明
衡
は
匡

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
新
猿
楽
記
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
明
衡
の
若
い
頃
と
す
る
説
と
、
晩
年
と
す
る
説
が
あ
り
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
や
や
変
り
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
明
衡
の
一
面
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

こ
の
『
新
猿
楽
記
』
と
比
較
す
る
と
、
匡
一
房
が
世
間
の
雑
事
を
記
録
し
た
説
話
や
文
は
、
や
は
り
そ
の
才
学
と
教
養
を
反
映
し
て
か
、
端

正
な
感
じ
で
、
世
態
風
俗
を
描
い
て
は
中
途
半
端
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

『
江
談
抄
』
の
個
々
の
説
話
の
語
り
口
の
魅
力
は
、
ほ
ぼ
同
時
代

に
編
集
が
進
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
今
昔
物
語
集
』
と
比
較
す
る
の
は
無
謀
と
し
て
も
、

『
江
談
抄
』
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
成
っ
た

『
古
事
談
』
の
魅
力
に
も
及
ば
な
い
。

そ
の
辺
り
に
、
晩
年
の
匡
房
の
世
間
の
雑
事
を
見
つ
め
、
表
現
す
る
能
力
の
限
界
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
老
い
の
中



で
今
ま
で
と
は
違
っ
た
対
象
を
捉
え
て
文
筆
活
動
を
し
た
匡
房
の
方
向
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

〔付

記〕

本
稿
は
読
み
易
さ
を
考
え
、
漢
文
は
全
て
訓
み
下
し
文
を
用
い
、
訓
み
下
し
文
は
大
旨
先
学
の
訓
み
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
本
文
に
注
は
一

切
付
け
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
以
下
に
使
用
テ
キ
ス
ト
と
主
要
参
考
文
献
を
掲
げ
て
謝
意
を
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
池
亭
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
噌
咋
尋
麗
糊
』
）

『
源
氏
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
）

『
往
生
要
集
』
（
日
本
思
想
大
系
『
源
信
』
）

『
宝
物
集
』
（
古
典
文
庫
九
冊
本
）

『
方
丈
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
方
丈
記
徒
然
草
』
）

『
洛
陽
田
楽
記
』
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
）

『
中
右
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）

『
暮
年
記
』
『
新
猿
楽
記
』
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
）
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『
往
生
伝
法
華
験
記
』
（
日
本
思
想
大
系
）

池
田
範
鑑
氏
『
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活
』
（
昭
位
刊
）

川
口
久
雄
氏
「
平
安
後
期
の
漢
文
学
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
却
・

3
）

川
口
久
雄
氏
『
大
江
匡
房
』
（
人
物
叢
書
、
昭
幻
刊
）

大
曾
根
章
介
氏
「
藤
原
明
衡
論
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
お
・

3
）

大
骨
根
章
介
氏
「
藤
原
明
衡
の
壮
年
時
代
｜
｜
省
試
を
め
ぐ
る
事
件
を
中
心
に
し
て

l
l」
（
「
中
央
大
学
国
文
」
問
、
昭
必
・

3
）

戸
田
芳
実
氏
『
中
右
記
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
』
（
昭
日
刊
）


