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謡
曲
譜
本

の
上
胡
麻
に

つ
い
て

添

田

建

治

郎

は
じ
め
に

謡
曲
譜
本
中

で
謡

い
の
抑
揚

・
旋
律
を
示
す

た
め

に
施

さ
れ
た
線
条
式

の
胡

麻
譜

は
、

そ
の
う
ち
の
大
半

が
、
中
音

(基
音

)
を
あ
ら

わ
す
平
胡
麻

《
「
》

と
低
音

の
ド

(落

)
胡
麻

《
＼
》
で
あ
る
。

昔

に
か

へ
る
秋

は
な
し

(関
寺
小
町

第
四
63
頁
止
段
7
～
8
行
)

平
胡
麻

の

《
「
》
は

《
＼
》
に
比
較
し

て
相
対
的
な
高
音

を
示
し

て
い
る
、
従

っ

て
、
前
掲

「
関
寺
小

町
」
(日
奢

典
全
懊

謡
曲
百
番
』
の
第
四
に
所
収
)
の
例

で
言

え
ば
、

「昔

に
」

の
部
分

が
●
・
・

▼
の
、
続

く

「
か

へ
る

(帰

る
)
」
が
●
○

・
な

る
旋
律
を
あ

ら
わ
す
わ

け
で
あ

る
。
こ
れ
ら

の

《
う
》
《
＼
》
な
ど

に
比

べ

れ
ば
少
数

な
が
ら
、
あ

る
種

の
謡
曲
譜
本

に
は
、
右
肩

の
上

っ
た

《
/
》

の
ご

と
き
胡
麻
譜
、
所
謂

「
上
胡
麻
」
が
見
串
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
右

掲

の
施
譜

例

に
お
け

る

「秋
」

の
第
二
拍
目
、
「
き
」
に
対
し

て
施
さ
れ
た

《
/
》
が
そ
れ

に
あ

た
る
。
本
槁

で
は
ま
ず
、

こ
の
数
少
な

い
h
胡
麻

(
/
》
が
ど
の
よ
う
な

過
程
を
経

て
成
立
し
た
胡
麻
譜
な

の
か
と

い

っ
た
、
そ
の
出
自

に

つ
い
て
吟
味

を
行

う
、
さ

ら
に
、
「
《
、-
》
は
謡
曲

の
ど

の
よ
う
な
抑

揚

・
旋
律
を
示

し
、

ま

帝
宰

御
蜘

た
、
近
世
初
期
京
都
語

ア
に
お
け
る

い
か
な
る
調
価
を
反
映

し

て
い
る
の
か
。
」

と

い
う

よ
う
な
、
謡
曲

の
胡
麻
譜
と
し

て
の
音

楽
的

な
働
き
や
国
語
ア
史
上

の

意
義
を
も
考
え

て
み
る
、
加

え

て
ま
た
、
《
/
)
が
詞
章
解
釈

に
如
何
様

に
貢
献

す

る
の
か
、
謡
曲
各
曲
節

の
有
す
る
旋
律
特
徴

と
種

々
の
働

き

・
意
義
を
も

っ

た

《
/
》
分
布
と

の
相

関
は
ど
う
か
な
ど
、
多
岐

に
わ
た
る
課
題
を
考
察

し
て

み
た

い
と
思
う

の
で
あ
る
。

今
同

の
調
査

に
用

い
た
基
礎

資
料

は
、

日
本
古
典
全
集

の

『

謡
曲
う白
番
』

(全
四
冊
、
昭
和
二
～
、二
年
日
杢
山
典
全
集
刊
行
會
〉
で
あ

り
、
本
論
文
中

の
引
用
例

に
付

す
冊
数

・
頁
数

・
行
数

な
ど
も
、
右

の
資
料

に
基
づ

い
て
示
す

こ
と
と
し
た
。

た
だ
、
《
/
》
な
る
右

肩
上

り
の
上
胡
麻

の
確
認

は
、
正
確
を
期
し

て
、
日
本
占

曲
全
集

刊
行
會
板

の
原
本

と
目

さ
れ

る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵

『光
悦
謡
本
』
(改

装
五
番
綴
全
百
番
本
)
の
複
製

写
真
版

に
、

そ
の
都
度
個
別

に
あ
た

っ
て
行
う
よ
う

に
努

め
た
。

謡
曲
百
番
』

で
は
、
上
胡
麻

《
,/
》

の
影
印

に
若

干

の
不
鮮

明
な
個
所

が
み
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
な
お
、
「
養
老
」
「
清
経
」

で
は
、

譜
記

な
ど

に

つ
い
て
の
底
本

へ
の
書
き
入
れ
が
目
立

つ
が
、
前
記

『
光
悦
謡
本
』

の

複
製

写
真
版

と
照
合
す
れ
ば

そ
の
判
別
が
概
ね
可
能

で
あ
る
、

こ
の
度

は
、

二

曲
を
調
査
報
告

の
対
象

に
加
え

て
み
る

こ
と
に
し
た
。

・帝
室

御
物

帝
室

御
物

=

1
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上

胡

麻

《
,/
》

の
出
自

に
つ
い
て

ヒ

胡

麻

の

《
/
》

は
、

ど

の

よ
う

な

観

点

に
た

っ
て

い
か

な

る
過

程

を

経

て

作

り

出

さ

れ

て
き

た

胡

麻

譜

な

の
か

と

い

っ
た
、
《
/
》
の
出

自

に
関

し

て
ま

ず

は
考

察

を

行

っ
て
み

た

い
と

思

う

○

第

一
に
言

う

べ
き

は
、

こ

の
ヒ

胡

麻

は
、

四

座

講

式

や

補

忘

記

な

ど

に
お

い

て

一
般

的

な

、

「
徴

譜

《
＼
》

高

音

、

角

譜

《
「
》
基

音

、
商

譜

《
/
》

低
音

」

体

系

で

の
商

譜

の

《
/
》

と

は

、

外

形

は

同

じ

で

も

性

質

・
働

き

の
点

で

は

全

く

異

な

る
音

譜

だ

、

と

い

う

こ

と

で
あ

る
。

謡

曲

譜
本

で

の

《
/
》

は

、

カ

・
ル

・
サ

シ

・
文

な

ど

京

都

語

ア

の
反

映

度

の
高

い
曲

節

で
み

た
場

合

、
基

本

的

に

は

高

音

に
対

応

す

る

位

置

に
施

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

そ
れ

で

は
、

謡

曲

譜

本

中

の

《
,/
》

は
如

何

様

に

し

て
作

り
出

さ

れ

た
胡

麻

譜

な

の

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の
点

の

課
題

に

つ
い
て

は
、

特
製
本

(1
〉
や
上
製
本

(3
)
が
室
町
末
期
写
本
と
同
じ
く
節
付
に
採
用
し
て
い
る

「入
」
を
、
色

替
り
本

(8
)
や
袋
綴
本
の
多
く
で
は
元
和
卯
月
本
と
同
様
に
ゴ

マ
を
上
げ
る
こ
と
で
代
用
し
て
い
る

こ
と
な
ど
は
、
光
悦
謡
本
の
内
部
に
当
時
の
観
世
流
の
変
化
が
投
影
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

(表
奪
氏

『鴻
山
文
庫
本
の
研
究
ー
謡
本
の
部
1
』
(昭
和
四
十
年
わ
ん
や
書
店
〉
塒
頁
〉

す

で

に
、

概

略

「
一
部

の
光

悦

謡

本

に
見

出

さ

れ

る
上

胡

麻

《
/
》

は
、

観

世

流

の
謡

曲

譜
本

で
行

わ

れ

は

じ

め

た

施

譜

法

を

取

り

入

れ

た

も

の

で
、
《
/
》
そ

れ

自

体

の
成

立

は
、
節
付

《
入

》
の
代

用

と

し

て
胡

麻

譜

の
右

肩

を

上

げ

る

0

人
》

↓

《
/
》

の
過

程

を
経

て
成

っ
た

も

の

で
あ

る

。
」
、

と

い

っ
た

立
場

か

ら

の
指

摘

が

見

出

さ
れ

る
。
右

に
・、=口
う

節

付

の

《
入

》
は
、
能

楽

書

の

ひ
と

つ

『音

曲

K
.淵

集

』

(四

)

へ昭
和
旺
↑
年
臨
川
書
店
〉
の

「
入

.
ふ
し

の
事

」

の
項

に
、

内
へ
人
.を
い
ふ
故
陰
息
に
て
い
ふ
へ
き
を
陽
息
に
て
い
ふ
故
外
へ
出
は
樗
上
る
や
う
に
聞
ゆ
是
も
入

ふ
し
の
前
の
一
字
ふ
ん
ば
つ
て
入
へ
し

(後
略
)

(四
十
丁
表
)

と
説

か
れ
て
い
た
り
、
『
観
世
流
謡
曲
節
附
解
説

』
(大
正
十
年
観
世
流
改
訂
本
刊
行
會
編

輯
部
編
纂
)
の
中

に
も
、

「入
り
」
は

「直
節
」
「廻
シ
」
「消
シ
廻
シ
」
「呑
ミ
」
「振
リ
」
の
五
箇
に
附
せ
ら
れ
て
其
一
音
を
一

音
階
又
は
二
音
階
高
く
張
り
上
げ
て
謡
ふ
こ
と
を
表
は
す
補
助
的
記
號
な
り
。
「
入
は
胆
に
「入
り
」

と
い
ひ
、
(後
略
〉

(四
十
八
う頁
)

(引
用
に
あ
た
っ
て
振
り
仮
名
は
省
い
た
。
)

と

の
記
述
が
あ
る
な
ど
、
当
該
拍
を

「
高
く
謡
わ
せ
る
」
と

い
う
、
高
音

の
抑

楊
を
示
す
発
音
注
記

で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
○
左
掲

「
通
盛
」
曲
中

の

一

節
、

去

程

に
平

家

の

一
門

(通
盛

第

一
圏
頁
左
側
7
行
)

に
お
け
る
、
「
平
家

」

の
第

一
拍

目

「
へ
」
に
対

し

て
施

さ
れ
た
譜

記

◎

入
》

が
、
そ

の

「直

節

に
付

さ
れ
た
」
節
付

《
入
》
の
例

で
あ
る
。

そ
し
て
、
《
入

》

の
あ
ら
わ
す
音
色

(高
音

)
を
象

り
そ
の
代

用
と

さ
れ
た
の
が
L
胡
麻

《
/
》

だ
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

た
だ
、

も

っ
か
の

『
蹄
握
謡
曲

百
番
』

の
内
部
徴
証
を
吟
味
し
た
結
果

で
は
、

既
述

の
よ
う
な
、
「上
胡

麻

《
/
》
は
、
節
付

《
入
》
の
代
用
と

し
て
ゴ

マ
の
右

肩
を
上
げ

て
成

っ
た
も

の
だ
。
」
と
す

る
説
明

に
は
、
厳
密
な
意
味

で
は
多
少

の

疑
問
が
残

る
。
何
故

か
な
れ
ば
、
《
/
》
成
立
説
と
し

て

《
「
人
》
↓

《
/
》
の

ス
ト
レ
ー
ト
な
過
程
を
認
あ
る
と
、
本

謡
曲

譜
本

に
は
、
《
…
》
に
接
し

て
節
付

《
入
》
を
施
し
た
譜
記

《
「
人
》
と
、
そ
れ

の
代
用
に
作
り
出
さ
れ
た
と

い
う

簡
略
な

《
/
》
、
こ
れ
ら
両
譜
形
併
存

の
傾
向

(『蹄
櫨
謡
曲
百
番
』
中

《
/
》
測
例

に

対
し

て
、
(
う
人
》
は
㎜
例
。
)
が
見
出

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
、

い
か
に
も
譜

記

の
表

記
原
理
に
定

ま
り
が
な
い
と
の
印
象
を
受
け

る
か
ら
で
あ
る
。

「《
,/
》

が

《
入
》

の
代

用
と
し
て
成
立

し
た
」

の
な
ら
ば
、
か

か
る
二
様

の
施
譜
傾
向

が
あ

ら
わ
れ
た
理
由

は
奈
辺

に
あ

る
の
か
、

そ
の
点
を
測
り
が
た

い
と

い
う
わ

け

で
あ

る
。

そ
こ
で
い
ま
、
右

の
煩
向
を
説
明

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
形

で
の

一2一



《
/
》
の
成
立

に

つ
い
て
、
ま
ず
素
朴

に
思

い
当
る

の
は
、
「木
活
字

に
よ
る
印

刷
」
に
際
し

て
の
物

理
的

な
事
情

が
関
与

し
て
、
「上
胡
麻

《
/
》
に
よ
る
節
付

《
入

》
の
代

用
」
が
行

わ
れ
た
可
能
性

で
あ

る
が
、

こ
の
解
釈

は
採

る
こ
と
が

で
き
な

い
よ
う
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、

越
前

の
三
位
通
盛

(通
盛

第
一
囎
頁
右
側
-
行
)

右

の

「
越

」
、
そ
し
て
前
掲

の

「
平
」
(通
盛
)
な
ど

の
譜
記
は
、
「
本
文
活
字

に

あ

て
が
わ
れ
た
施
譜

に
要
す
る

ス
ペ
ー
ス
の
、
狭
さ
克

服

の
必
要
性
」

と
い
う

観
点

に
た

て
ば
、
ま
ず
も

っ
て
、
簡

略
な
上
胡
麻

《
/
》
を
使

っ
た

《
/

＼
》

の
形

に
行
わ
れ
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合

に
も
そ
の
よ
う
な
施

譜

の
形
態
が
見
出

し
え
な
い
し
、
か
様

な
例

は
本
資
料
中
枚
挙

に
い
と

ま
が
な

い
か
ら

で
あ
る
。

次

の
第

一
表

な
ど
も
、

右

に
述

べ
た
立
場

か
ら
す

る
と
、

《

/・
》
を
用

い
た

《
/

「
》
《
/
＼
》
《
「
、/
》
《
＼
/
》
の
形

の
施
譜

は
、
「
本
文

一

第

一

表

(
第

一
表

は
、
二
拍
以
上
の
自
立
語
に

つ
い
て
調
査
し

た
も
の
だ
が
、
そ

の
う
ち

、

㊦

/

一
》《
一
＼

9
(
＼
/
＼
》
な
ど
、
二
形
以
上

の
施
譜

タ
イ
プ
に
ま
た

が
る
も

の
は
省
く

こ
と
と
し
た
。

)

字

に
二
個
以
上

の
胡
麻
譜
を
施
す
た
め

に
施
譜

に
要
す
る

ス
ペ
ー
ス
が
狭

く
な

る
」
a
の
場
合

に
こ
そ
多

く
あ
ら
わ
れ
る

べ
き
な

の
に
、
か
え

っ
て
、
所
謂

「
本

文

一
字

に

一
個

の
胡
麻
譜
だ
け
し
か
施

さ
な

い
」
b

の
方

に
多

い
と
い

っ
た
様

相
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「施
譜

に
要

す
る

ス
ペ
ー

ス
の
狭

さ
克

服
」
と

い

っ
た
視
点

で
は
、
現

に

《
/
》
を
施
さ
れ

て
い
る
例
だ
け
が
な
ぜ

《
・・

入
》

の
代

用
と
な

っ
た
の
か
、

そ
の
理
由
、
言

い
換

え
れ
ば
、
併
用
さ
れ

て
い

る

《
/
》
と

岱

入
》
両
譜
記
間

の
使

い
分
け

の
基
準
を
、
合
理
的

に
説
明

で

き
な
い
と
い
う
わ
け

で
あ

る
。

そ
こ
で
筆
者

は
、
こ
れ
ま

で
に
指
摘

し
て
き
た
矛
盾
を
含
め
、
《
/
》
の
成
立

を
次

の
よ
う

に
解

い
て
み
た

い
と
思
う

の

で
あ

る
。

ま
ず
注
目

す

べ
き

は
、

『
蹄
握
謡
曲
百
番
』
の
場
合

、
《
=
》
や

《
＼
》
に
付
さ
れ
た
節
付
は

(
入

》
《當

)

《
ハ
ル
》
等

々
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
る
が
、
上
胡
麻

《
/
)
に
は
、
《
入

》

は
お

ろ
か
そ
れ
ら
が
全
く
施
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

こ
の
対
照

に
よ
れ
ば
、
右

の
よ
う
な
傾
向

が
、

「
《
/
》
が

《
入
》

の
代
用
と
し

て
成
立
し

た
」
結
果
も

た
ら
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し

て
、
《
/
》
に
は
本
来

付
さ
れ
る
は
ず
の
何

ら
か
の
節
付

(《入
》
も
含
め
て
)
が
あ
り
、
そ
れ
が
意
図
的

に

省

か
れ
た
可
能
性
を
教

え
て
い
る
こ
と
認
あ
ざ
る
を
え
ま

い
と
思
う
。
そ

の
意

味

で
は
、
能
楽
書

の
ひ
と

つ

『音
曲
玉
淵
集
』
(
四
)
で
の
、
次

の
よ
う
な
記
述

に
興
味
を

ひ
か
れ

る
の
で
あ

る
。

一

入
.ふ
し
の
事(中

略
)

松
△
そ

の
水
激

齢

つ
て

定

△
似

暫

払

え
て
も

千
△
柚
と
μ

＼

の

阿

△
阿
古
蕊

此
浦

に

一

一
字

は

り

當

ト

モ

記

ス

陽

息

に
調

ふ

へ
し

入

ふ
し

に
似

て
別

也

姑

△

元
h
、の
ち

か

ら

を

ク
,フ
マ
ム

む

を

幻

て
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胡

▲
し

ゆ
ら
た
う

に
遠
近

の

△
な
き
あ
と

を

(四
十
う1
表
～
裏
)

右

の

一
節

に
よ
れ
ば
、
節
付

《人

》
に

つ
い

て
、
《
一
人
》
の
譜
記

の
他

に
上
胡

麻

《
、/
)
に
対

し
て
施

さ
れ
た

《
/
人
》
例
が
存
し
た
よ
う
だ
し
、
少

な
く
と

も

=

字

は
り
」

の

《
當
》

の
場
合

に
は
、

一
行

「
當

ト
モ
記

ス
」
と
も
記
さ

れ

て
い
て
、

そ
の

《
當
》
を
省

い
て

《
/
》

の
み
残
す
施
譜
法
が
あ

っ
た
と

い

う
わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
も

っ
か

の

《
/
》
成
立
過
程
を
考
え
る
上

で
、

ひ

と

つ
の
.小
唆
を
与
え

る
も

の
で
あ

る
。

い
ま
、
右

に
述

べ
て
き

た
諸
傾
向
を
勘
案
し

つ
つ
、
《
/
》
と

《
「
入
》
と

い

う

二
種
類

の
施
譜
法

の
併
用
状
況
を
具
体
的

に
示
し
た
第
二
表
を
も
加

え

て
、

も
う

一
歩

《
/
》
成
立

に
関
わ
る
考
察
を
深
め

て
ゆ
き
た

い
と
思
う
。
第

二
表

を

一
見
し

て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
平
胡
麻

《
「
》
に
節
付

《
入
》
を
付
し
た

《
「

第

二

表

」嚇燦
繊
僻
燦
澱
霧
嶽
鰯筆

人
》

の
形

の
施

譜
法

は
、
捌
例
対

17
例

の
よ
う
に
、
圧
倒
的

に
自
立
語
を
対
象

と
し

て
多

く
行
わ
れ
、
付
属

語
に
は
極

め
て
そ
の
例
が
乏
し

い
の
が
特
徴

で
あ

る
、

こ
の
傾
向

は
、
ひ
と
り

《
入
》
の
場
合

に
の
み
み
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
《
當
》
で
も

、
自
航
藷

へ

は
16
例
対

す
る
付
属
語

35
例
と
、
自
立
語
に
偏

っ
て
多

く
施

さ
れ
て
い
て
、
節
付

(発
音
注
記
)

=
般

の
傾
向

だ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

対

照
的

に
上
胡
麻

《
/
》
の
方

は
、
付
属
語

に

つ
い
て
も
多
く
み
ら
れ
自
立
語

の
場
合

の
別
例

と
拮
抗

し
て
㎜
例
も
施
さ
れ

て
い
る
。
右

の
よ
う
な

《
/
》
《
「

入
》
両
者

の
分
布
上

の
際
立

っ
た
差
異

は
看
過
ご
し
え
な

い
現
象

で
あ
る
。

こ

の
分
布
相

に
よ
れ
ば
、
「
ゴ

マ
の
右
肩
を
上
げ

て

《
入
》
の
代
用
と
さ
せ
た
」
と

す
る
説

は
、
自
立
語

に
偏

っ
て
な
ぜ
数
多
く

の

《
一
入
》
な
る
譜
記
が
残

っ
て

い
る
の
か
、

な
ぜ
自
立
語

よ
り
付
属
語

の
方

に

《
/
》
例
が
多

い
の
か
、
な
ど

の
命
題
を

ど
の
よ
う
に
解
け
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
《
/
》
の
出
自

に

つ
い
て
の

《
「
入
》
↓

《
/
》
成
立
説
は

こ
の
場
合

難
し

い
と
考

え
た
わ
け

で
あ

る
。

い
ま
、
次

の
諸
点

に
も
注
目
し
併
せ

て
そ
れ
を
考

量
す

べ
き
だ
と
思

う
。
『
蹄
纏
謡
曲
百
番
』
中

の

《
當
)

に
は
、
平
胡

麻

◎

》
に
付

さ
れ
た
前
述

の
よ
う
な
多
数

の

《
「
當
》
例

の
ほ
か

に
、
若
干
数

(20
例
)
で
は
あ
る
が
、

聲

の
あ
や
を
な
す

(釆
女

第
三
鵬
頁
下
段
14
行
ー
脳
頁
上
段
1
行
)

の
よ
う

に
、
心
も
ち
右

肩
上
り

で
細
め

の
胡
麻
譜

に
付

さ
れ
た
も

の
が
み
ら
れ

る
が
、
も

っ
か

の
節
付

《
入
》
の
場
合

に
は
、
第

二
表

に
も

み
た
ご
と
く
、

さ

様

な
、

右
肩
上
り
の
上
胡
麻

《
/
)

に

(
入

》
を
付
し

た

(
/
入
》

の
形

の
施

譜
例

は
、
自
立
語

と
付
属
語
と
を
問

わ
ず
全

く
見
出
す

こ
と
が

で
き
な

い
と

い

う
こ
と
、

そ
れ

は

つ
ま
り
、

《
/
當
》

で
は
時

に

《
當

》

の
省
か
れ
る

こ
と
が

あ

っ
た
に
す

ぎ
な

か

っ
た
が

(既
述
の
『音
曲
玉
淵
集
』
(四
)
「
一字
は
り
」
の
項
を
参
照
)、

(
入
)

の
場
合

は

一
貫
し

て
省
略
さ
れ
た
ら
し

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
、
そ
れ
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に
、
同

じ
第

二
表
中

の

《
一
入
》

の
施
譜
分
布

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
付

属
語

に
は
ほ
と
ん
ど

《
入
》
が
付

さ
れ
て

い
な
か

っ
た

(全
《
「入
)
譜
記
㎜
例
中
17
例
)、
そ

の
傾
向

は
、
《
ゐ
》
を
対
象

と
し
た
場
合

の

《
　
ん
》
で
も
例
外

で
は
な
か

っ
た

は
ず
だ
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

そ
し
て
最
後

に
、
《
/
》
◎

入
》

二

つ
の
譜

記

が
、
各
曲
節

で
併
存
し

て
い
て
、

い
ず
れ

か
に
偏

る
こ
と
が
な

い
点
も
ま

た
見

落
せ
な

い
、
以
卜
=の
三
点

に

つ
い
て
で
あ

る
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
、
《
/
》
の
成
立

は
次

の
よ
う
に
な
る
か
と
思

う
。
上

胡
麻

《
/
》
は
、
も
と
も
と
、
《
「
》
や

《
＼
》
と
抵
触
す
る

こ
と

の
な

い
第
三

番

目

の
、
絶
対
的

な
高

音

の
旋
律

を
あ
ら
わ
す
胡
麻

譜
と
し

て
新
た
に
成
立
し

た

の
で
は
な

い
か
。
こ
の
上

胡
麻

《
/
》
に
は
、
「高

く
謡

う

こ
と
を
指

示
す
る
」

節
付

《
入

》
が
、

た
と
え
ば
、
『音
曲

玉
淵
集
』

(
四
)
「
入
.
ふ
し
の
事

」

の
項

に
み
た

《
/
人
》
例

の
存
在

や
、
《
一
入
》
の
譜
記
が
自
立

語
に
多

い
と
い
う
分

布

か
ら
も
推
測

さ
れ

る
よ
う
に
、
自
立

語
を
中

心
と

し
て

《
/
入
》

の
形

に
付

さ
れ

る
こ
と
が
あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
の

《
/
入
》

の
施
譜
法

で
は
、
《
/
)

自
体
が
す

で
に
高
音

の
旋
律
を

あ
ら
わ
す
胡
麻
譜

で
あ

る
た
め

に
、
節
付

《
入
》

の
よ

う
な

「
二
～

二
音
階
高

く
謡

わ
せ

る
」
発
音
注
記

の
必
要
性

は
そ
れ
だ
け

に
希
薄
だ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

そ
こ
で
、
『
音
曲
玉
淵
集
』

(
四
)
「
一
字

は
り
」

の
項

で

《
當
)
を
省

い
て

《
/
》

の
み
を
施
譜
す
る
手
法
が
あ

っ
た
よ
う

に
、

い
ま

の
場
合
も
、

《
入
》

を
便
宜
的

に
省
略
す

る
と

い
う
同
様

の
施
譜
法

《
/

人
》
↓

《
/
》
が
と
ら
れ
る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

つ
ま
り
、
上
胡
麻

《
/
》
は

《
/
人
》
の
略

記
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
自
立

語
に
付

さ
れ
た

《
/
)

例

に
は
、
か
か
る
出
自

の
も

の
が
少

な
く
な
か

っ
た
と
考

え
た
い
。
た
だ
、
《
「

人
》
の
施
譜
さ
え
稀
な
付
属
語

(第
二
表
参
照
)
の
場
合

に
は
、
「
や
が

て

《
入
》
を

省

い
て

《
/
》
の
み
残
す

こ
と
に
な
る
」
《
/
入
》
の
形

の
施
譜

例
が
、
か

つ
て

は
多

く
あ

っ
た

の
だ
と

は
考

え
に
く

い
こ
と

で
あ
り
、

付
属

語

に
施

さ
れ
た

《
/
》
例

の
大
半

は
、

節
付

《
入
)
の
省
略

云
々
と

は
無
縁
な

「胡
麻
譜

だ
け

の
譜
記
」

に
な
る
も

の
だ
と
思
う

の
で
あ
る
。
他
方

、
《
「
》
に

「高
音

に
謡

わ

せ
る
」
節
付

《
入
》
を
添

え
た

《
リ
入
》

の
譜
記

で
は
、
平
胡
麻
が
中
音
を
示

す
胡
麻
譜

な
る
が

ゆ
え
に
、

節
付

を
伴
わ
な

い

《
一
》

一
般
と

の
混
同
を
気

遣

っ
て

《
入
)
は
省
略

で
き
な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ

の
結
果
と
し

て
、
『

謡
曲
百
番
』

で
は
、
上
胡
麻

《
/
)
(脳
例
)
の
他

に

《
「
入
》

の
施
譜
例

(謝
例
)

も
ま
た
多
数
あ
り
と

い

っ
た
よ
う
な
、
第
二
表

に
み
ら
れ
る
ご
と
き
併
用
の
姿

を
呈
す
る

に
至

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
「
コ
マ
の
右

肩
を

上
げ
た

《
/
》
は
、
《
入
》

の
代

用
と
し
て

《
「
入
》
↓

《
/
》
の
過
程
を
経

て

作

り
出

さ
れ
た
胡
麻

譜
」
と
い
う
表
現

に
は
、

こ
れ
ら
の
現
象
を
十
分

に
説
明

し
尽
し
て
い
な
い
感

が
残

る
わ
け
で
あ
る
。

最
後

に
、
曲
目

に
よ

っ
て
、
施

さ
れ
る
上
胡
麻

《
/
》

の
数

に
多
少

の
偏

り

が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き

た
い
と
思

う
。
《
/
》
に
は
、
「
鵜

の
羽
、
高
砂
、

松
風
、
蟻
通
」
等

々
、
胡
麻
譜

の
活
字
と
し

て
、
よ
り
細
め

の
線
条
式
を
採
用

し

た
曲

に
比

較
的
多

い
と

い

っ
た
傾
向

が
あ

る
。

た
だ
、

そ
れ
ら

の
曲

に
も

◎

入
》

の
譜
記
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。

ひ
と
く
ち

に

謡
曲
百
番
』
所
収

の

《
/
》
と

い

っ
て
も

一
様

で
は
な
く
、
宮
内

庁
書
陵

部
本
を
含
む

『
光
悦
謡
本
』

の
成
立
や
発
達
、
上
胡
麻

《
/
》

の
成
立

過
程

に

関
わ

っ
て
、
な
お
考
察
を
要
す
る
点

で
あ
ろ
う
。

帝
室

御
物

二

上
胡
麻

《
/
》
の
働
き

帝
室

御
物

次

い
で
本
章

で
は
、
上
胡
麻

《
/
》
の
有
す
る
具
体
的

な
働

き
は
何

で
あ
る

の
か
、

つ
ま
り
、
「
右
肩
上

り
の
胡
麻
譜

《
/
》
は
、
音
楽
的

に
み
て
謡

い
の
ど

の
よ
う
な
抑
揚

・
旋
律

を
示
し

て
い
る
の
か
、

国
語

ア
史
上

の
意
義

は
奈
辺

に
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見
出
さ
れ
る

の
か
、
詞
章
解
釈

へ
如
何
様

に
貢
献
し

て
い
る

の
か
。
」
、

こ
れ
ら

諸
々
の
課
題

に

つ
い
て
考
察

を
行

っ
て
み
た

い
と
思
う

の
で
あ
る
。
《
/
》
の
施

譜
例

は
、

『

謡
曲

百
番
』
中

に
あ
ま
り
多

く
を
認
め
る

こ
と
が

で
き
ず
、
彩

し

い
量

の

《
一
》
《
＼
》
な
ど

に
比

べ
る
と
際
立

っ
て
そ

の
数

が
少

な

い
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
《
/
》
の
も

つ
後
述
⑨
⑧
⑥

い
ず
れ

の
働
き

に
関
し

て
も
、
そ
の
施

さ

れ
て
あ
る
こ
と

の
中

に
特
定

の
意

図
を
感

ず
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、

「《
/
)

は
、

ど
の
よ
う
な
語

の
い
か
な
る
個
所

・
拍

を
対
象

に
施

さ
れ
、

ま
た
、

ど
の

よ
う
な
内
容
を
も

っ
た
詞
章
中

に
数
多

く
見
出

さ
れ
る

の
か
。
」
と

い

っ
た
、

謡
曲
百
番
』

の
内
部
徴
証
を
精
査

し
た
結
果

に
よ
れ
ば
、
《
/
》

の
有
す

る
働
き

に
は
、
大
別
し

て
三
種
類

が
区
別

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ

れ

る
。

d

そ
れ

の
あ
ら
わ
す
絶
対
的
な
高
音

の
抑
揚

・
旋
律
が
、
現
実

の
近
世
初

期
京
都
語

ア
を
反
映
し

た
り
存
在
を
裏
付

け
る
上
胡
麻

⑦
専
ら
高
く
平

ら
な
高
音

の
拍
・
を
映
す
場
合

◎
ト
降
調
拍
0
を
反
映
し
た
り

そ
の
存
在
を
裏
付
け
る
場
合

d
謡
曲

の
旋
律

と
し

て
の
音
楽
的
な
高
音
を
示
す
上
胡
麻

d
当

該

の
謡
曲
詞
章

の
あ
ら
わ
す
内
容
と

の
間

に
密
接
な
相
関
関
係
を
も

ち
、
そ
れ

の
表
現
性
を
高
め
る
た
め

に
、
意
図
的

に
高
音

の
抑
揚

・
旋

律

を
示
す
と
胡

麻

冒
頭

に
あ
げ
た
㈲
は
、
京

都
語

ア
の
姿
を
何
ら
か

の
形

で
映
し
出
し

て
い
る
上

胡
麻

《
/
》、
続

く
⑧
は
、
そ

の
よ
う
な
実
際

の
ア
の
姿

と
は
無

関
係
に
、
単

に
、

謡
曲

に
お
け
る
音
楽
的

な
旋
律
を
示

す

《
/
》
、
⑨
は
、
d
⑥
い
ず
れ
の
働

き
と

も
当
面
関

わ
り
な

く
、
詞
章
内
容

と
の
間

に
強

い
相
関
性

を
も

っ
て
施
譜
者

の

詞
章
解
釈
を
示
す

《
/
》

の
諸
例

で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
以
下
、

d
の
⑦
◎

⑧
⑥

の
順

に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
帯
び
た

《
/
》
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
謡
曲
譜
本

・帝
室

御
物

零御物

中

に
お

い
て
上
胡

麻

の
有

す
る
働
き

を
具
体
的

に
実
証

し

て
ゆ
き

た

い
と
思

う
。④

d

「
そ
れ
の
あ
ら
わ
す
絶
対
的

な
高
音

の
抑
揚

・
旋
律

が
、
現
実

の
近
世

初
期
京
都
語

ア
を
反
映

し
た
り
存
在
を
裏
付
け

る
上
胡
麻
」

に

つ
い
て

最
初

に
、
d

の
⑦

に
あ
げ
た
、
専
ら
高
音
ア
●
を
映

し
て
い
る
上
胡
麻

《
/
》

か
ら
吟
味
を
行

っ
て
み
た
い
と
思

う
。
d

の
中

で
は
、
後
述
◎

の
下
降
調

ア
θ

を
反
映

し
た
り
そ
の
存
在
を
裏
付
け

る
働
き

に
比

べ
る
と
、

よ
り

一
般
的

で
用

例
も
数

が
多

い
。

た
と

え
ば
、

二
拍
名
詞

の
舟
類

「
罪
」
、

三
拍
名
詞
兜
類

の

「僅

か
」
な

ど
を
対
象
と

し
て
、

あ

ま

り

に
罪

ふ

か

し

(松
風

第
三
餅
頁
上
段
2
行
)

わ

つ
か

に
残

る

つ
は
も

の

ゝ

(兼
平

第
四
騰
頁
下
段
4
行
)

そ
れ
ぞ

れ
、
《
＼
/
》
《
＼
/

＼
)

の
ご
と
く

《
/
》
を
施
し
た
例
が
見
出
さ
れ

る
。

こ
れ
ら

の
諸
例
を
、
d

の
⑦

の
働
き
を
も

っ
た

《
/
》

の

一
群
だ
と
考

え

る

の
で
あ
る
。
右

に
掲
げ
た
二
語
は
、
近
世
初
期

の
京
都
語

ア
に
お

い
て
は
、

上
コヒ

⑨

ワ
ツ
カ
ニ

夫

は
猶
罪
深
し
と

て

(尾
崎
家
本

・
平
家
正
節
上
巻
説
2
口
説
)

纏

(

貞
享
版
補
忘
記
上
巻
)

な
ど

の
、
中
世
末
～
近
世
初
期

ア
を
反
映
し
た
諸
資
料
中

の
記
載

に
明
ら
か
な

よ
う

に
、
「
罪
○
・
」
「
僅
か
○
●
○
」
に
行
わ
れ

て
い
る
も

の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
先

に
掲
げ
た

曲
百
番
』
中

の
二
例

で
は
、
い
ず
れ
も
、
上
胡
麻

の

《
/
》
が
高

く
平

ら
な
高
音
拍

に
対
応

す
る
形

に
施

さ
れ
、
下
胡
麻

《
＼
》

の

方

は
低

く
平
ら
な
低
音
部
分

へ
施

さ
れ

て
い
る
こ
と

に
な

る
。
わ

け
て
も
、
第

一
例

の

「罪
」

(松
風
)
で
は
、
伺

じ

謡
曲

百
番
』
中

に
、
京
都
語

ア
の
反

映
度
高

い
曲
節

力

・
ル
、

サ
シ
に
お
け

る
と

こ
ろ
の
、

罪
を
だ
亦
嫉
で
だ
レ
維
邸
三
輪

第
三
商
雫

段
4
行
)

蹄
嘩

重御
物
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五
障

の
罪
深
き

に

(夕
顔

第
三
76
頁
下
段
8
行
〉

平
胡
麻

《
う
》
を
使

っ
て

「
罪
」
と
施
さ
れ
た

二
例
が
あ

っ
て
、

い
ず
れ
も
○

・
型

ア
の
反
映
を
裏
付
け

て
い
る
。
第
二
例

の

「
わ

つ
か
」
(兼
平
)
自
身
も
、
同

じ
サ

シ
曲

節

で
の
施

譜
例
と

い
う
わ
け

で
あ
る
。
右

の
考
察

に
よ
れ
ば
、
挙
例

「
罪
」
「
わ

つ
か
」
の
よ
う
な

《
/
》
群

は
、
近
世
初
期
京

都
語

に
お
け
る
高
音

の
ア
・
を
反
映

し
た
胡
麻
譜

だ
、
と
考

え

て
ま
ず
間
違

い
な

い
の
で
は
な

い
か

と
思

う
の
で
あ
る
○

こ
の
よ
う
に
、
上
胡
麻

《
/
》

の
働

き
の
ひ
と

つ
と
し
て

高
音

の
ア
を
映
す
場
合

の
あ

る
こ
と

は
、

お

の

へ
の
鐘

の
を
と
す
な

り

(高
砂

第
.二7
頁
上
段
1
～
2
行
)

常
楽

の
縁
を
な
す
と
か

や

(軒
端
梅

第
三
38
頁
F
段
9
行
)

右
掲

の
よ
う
な
、
「
お
と

(音
)
」
「
な
す

(為
)
」

二
語
を
対
象
と
し

て
行
わ
れ

た
施
譜
例
、
《
/

「
》
《
う
/
》
が
存
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
も
ま
た
、
明
ら
か
だ

と
思
わ
れ
る
。
近
世
初
期

の
京
都
語

ア
で
は
、

二
拍
名
詞

の
川
類
語

「
お
と
」

は

「
音

も
せ
ず
」
(尾
・
平
家
正
節
L
巻
踊
4
拾
)、
二
拍
四
段
式
動

詞
取

ル
類
終
止
形

.
翫

7

ウ

ゥ
(
ヵ

ウ

「

(A
形
)
「
な
す
」
は

「
人
不
審
を
な
す
」
(同
前
上
巻
訓
4
ド
ケ
)
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
・
○

、
O
・
に
行
わ
れ

て
い
る
語

で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
を
右

に
掲
げ
た

「高

砂

」
「軒
端
梅

」

の
施
譜

形
態

《
/

「
》、

《
一
/
》
に
重

ね
合

わ
せ
て
み
る
と
、

や
は
り

《
/
》
の
方

が
、
中
音

の

◎

》
よ
り
さ
ら
に

一
段
高

い
旋
律

を
あ
ら

わ
し
て
、
近
世
初
期
京
都

語
ア
で
の
高
音

・
に
対
応

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
」

が
、
専

ら
高
音

ア
●
を
映

す
と
い

っ
た
、
d
の
⑦

の
働

き
を
も

っ
た
上
胡

麻

《
/
》
で
あ
り
、

謡
曲

百
番
』
中

に
悩
例

ほ
ど
の
所
属
例

が
認
め
ら
れ

る
。続

い
て
第

二
に
、
④

の
◎

と
し
て
の
、
下
降

調
の
ア
θ
を
反
映

し
た
り
そ
の

存
在
を
裏
付

け
て
い
る
L
胡
麻

《
/
》
に

つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
。

こ
の
◎

の

・帝
室

御
物

働
き
を
担

う

《
/
》

は
、
前
述
し
た
⑦

の
場
合

に
比

べ
て
、
【

曲
百
番
』

中

に
見
出

さ
れ
る
事
例

が
極

め

て
少
数

に
と
ど

ま

っ
て
い
る
。

し
か

し
な
が

ら
、

そ
れ

の
国
語

ア
史
上

に
占
め
る
意
義
と
な
る
と
看
過
ご
す

こ
と
が

で
き
な

い
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
実
際

に

(
/
)
が
施
さ
れ

て
あ
る
例
を
た
ど
り
な
が

ら
、
前
述
⑦

と

は
異

な

っ
た
上
胡
麻
◎

の
働

き
を
裏
付

け

て
ゆ
き
た

い
と

思

う
。

ま
ず
、

《
/
》
の
施

さ
れ
た
左
掲

の
三
例

に
注
目
す

る
の
で
あ
る
。

帝
室

御
物
・

な
す

の

ゝ
草

の
露
と
消
し
跡

は

(殺
生
石

第
四
39
頁
ヒ
段
2
～
3
行
)

今

一
た

ひ
見
参

ら
せ

た
く

こ
こ
そ
候

へ

(熊
野

第
一う一鵬
頁
上
段
2
～
3
行
)

さ
う
～
と
し

て
村

雨

の
こ
と
し

(経
政

第

一
期
頁
左
側
4
行
)

二
拍
名
詞

の
雨
類
語

「
露
」

と
二
拍

一
段
式
動
詞
見

ル
類
連
用
形

(E
形
)

の

「
見
」
、
そ
し

て

㎜
拍
動
詞
為
類
連

用
形

(£
形
)
「
し
」

へ
の
各
施

譜
例

で
あ
る
。

こ
の
中
、
第
二
例

の

「
見
」
は
、
京
都

語
ア

の
反
映
度

が
高

い
曲

節
文

に
お
け

る
例

で
あ
る
。

近
世
初
期
京

都
語
で
も
、

こ
れ
ら
三
語
の
単
独
語

形
の
ア
は
、

下
降
調

で
順
に
○
θ
、
θ
、
θ

だ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
右

三
例

に
次

の
譜

記
を
対
応

さ
せ
て
み
る
。

＼

ウ

7

>

〈

ヒ

ヒ

ゆ

つ
ゆ

に
ぬ
れ

た
る

(
尾

・
平
家
正
節
下
巻

蹴
2
中

ユ
リ
)

ほ
と
け
御
前

と
見
奉

は

(同
前
下
巻

躍
4
口
説
)

弓

の
餌

つ
き
入
れ
な

ん
ど
し

て

(同

前
上
巻
謝

2
下
音

)

右

は
、
中
世
末
～
近
世
初
期

の
京
都
語

ア
を
反
映
し
た
資
料

『
尾

・
平
家
正
節
』

に
見
出

さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
少
な
く
と
も
、
先

に
掲
げ

た

『

.謡

曲
百
番
』
中

の

「殺
生
石
」
曲

の
施
譜
例

で
の
、
単
独
語
形

「
露
」

に
施
さ
れ

た
譜
記

《
「
/
》
に

つ
い
て
は
、
上
胡
麻

の

(
/
》
が
下
降
調

の
グ

ラ
イ

ド
拍
θ

帝
宰

御
物

7=



部
分

へ
対
応
し
た
形

に
施
さ
れ

て
い
る
こ
と

に
な

り
、
注
目
さ
れ

る
。

こ
の
場

合

の

《
/
》
が
、
「
近
世
初
期
京
都
語

に
お
け
る
下
降
調

の
ア
θ
を
反
映
し
た
胡

麻
譜
だ
」
と
考
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
残

る

「
見
」
(熊
野
)
「
し
」

(経
政
)
の
ご
と
き
、
当
該
語

に

(
/
》
が
施
さ
れ
後
続

の
付
属
語
が

《
＼
》

で

も

っ
て
低

く
.卜
接

し

て
い
る
よ
う
な
場
合

は
、

「単

に
高
音

・
を
映
す

の
み

で

あ
れ
ば

《
「
＼
》

で
す
む
と

こ
ろ
を
、
敢
え

て
高
低
差
著

し

い

《
/
＼
》

の
形

に
施
譜

さ
れ

て
い
て
、
こ
の
よ
う
な

《
/
》
が
、
『
見
奉

る
』
『
し

て
』
形
で
も

っ

て
高
音
を
反
映

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
単
独

語
形

で
の
●
型
ア

の
存

在

を
裏
付

け
る
こ
と
に
も
な

っ
て
い
る
。
」、

と
考

え
る
の
で
あ
る
。
次

い
で
、
左

掲

「
呉
服

」
例

の
教

え
る
と

こ
ろ
も
、
◎

に
関

し
て
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
考

察

の
結
果
を
裏
付

け
て
面
白

い
と
思
う
。

悪

魔
も
お
そ
る

ゝ
聲

な
れ

や

(呉
服

第
二
痢
頁
上
段
4
行
)

い
ま
、

二
拍
名
詞
雨
類
語

「聲
」

の
単
独
語
形
第

二
拍
目

「
ゑ
」

に
対

し
、
平

胡
麻

《
一
》

に
加

え
て
当
該
個
所
を

「
一
音
階

あ
る
い
は
二
音
階
高

く
謡

わ
せ

る
」
節
付

《
入
》
が
施

さ
れ

て
い
る
、
事
実

に
着
目
す
る

の
で
あ
る
。
先

の

「
殺

生
石
」
曲

に
お

い
て
、
同

じ
二
拍
名
詞
雨
類

語

「
露
」

で
の
単
独
語
形
第

二
拍

目

「
ゆ
」
に
、
L
胡

麻

《
/
》
を
施

し
た
例

の
あ

っ
た
こ
と
が
思

い
出

さ
れ

る
。

か
く

の
ご
と
く
、
付
属
語
を
伴
わ
な

い
二
拍
名
詞
雨
類
語

(「童

「露
」
)
の
第

二
拍

日

に
対
し

て

《
「
人
》

や

《
/
》

の
形

の
譜
記

が
見
出
さ
れ

る
の
は
、
雨
類
語

の
単
独
語
形

で
は
、
「
そ

の
第

二
拍
目
が
下
降
調

の
ア
を
有
し
、
わ
ず
か

一
拍

の

中

で
高
音
か
ら
低
音

へ
向
け
た

『
ア
の
急
激
な
下
降
』
が
認
め
ら
れ
る
、
あ

る

い
は
、
第
二
拍
目
0

の
直
前

に
も
低
音

の
○
が
あ

っ
て
当
該

の
高
音
部
分
が

一

層

際
立

っ
て
い
る
」
、

こ
れ

ら
の
状

況
下

に
お

け
る
θ

を
映
し
取

る
手
段

と
し

て
、
《
「
人
》
や
ヒ

胡
麻

《
/
》
が
最
適
だ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
うト
降

調
ア
を
映
す

に
あ
た

っ
て
と
ら
れ
た

「
上
胡
麻

(
/
》

の

選
択
は
、
現
実

の
京
都
語

ア
が
音
楽
性

の
は
ざ
ま

に
姿

を
垣

間
み
せ
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

d

の
◎

と
し

て
の
、
「近
世
初
期
京
都

語
ア
0
を

反
映
す

る
」

と

い

っ
た

こ
の

《
/
》

の
も

つ
働
き
に
は
、
注
目
を
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。

と
り
わ
け
、
単
独

の
語
形

で
、
《
＼
)
に
直
続
し

て

《
/
》
が
施

さ
れ
て
あ
る
場

合

に
は
、
そ
の

《
/
》
を
付

し
た
当
該
拍

に

つ
い
て
、

下
降
調

ア
θ
を
有

す
る

ト

分

の
可
能
性

が
認
め
ら
れ
、
《
/
》
に
も
う

一
つ
国
語

ア
史
上

の
意
義
を
見
出

す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ

し
か
し
、

そ
れ
と

て
も
、
《
/
》
を
使

っ
て
下
降

調
ア
を
映
す
場
合

が
稀

に
あ

っ
た
と

い
う
に
す
ぎ

な
い
こ
と
は
、
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。
仮

り
に
、
上
胡
麻

《
/
》

に
関
し

て
の

◎

の
働

き
が
顕
著
な
も

の
で
あ

る
の
な
ら

ば
、
下
降
調

ア
を
有
し

て
当
然

そ
の

《
/
)
が
施

さ
れ

て
あ
り
た
い
よ
う
な
、

二
拍
名
詞
雨
類
語

「
聲
」

で
の
単
独

語
形

に
お
け
る
第

二
拍
[
ロ
さ
え
も
が
、
「
八
島
」
曲

の

一
節

と
き
の
聲
と
聞

え
し

は

(八
島

第
一
78
頁
左
側
7
行
～
79
頁
右
側
1
行
〉

の
ご
と

く
、
《
一
》
を
施
す
手
法

の
方
が

一
般
的

で
あ

っ
た
と

い
う
事
実
を
説
明

で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。

「聲
」
の
場
合
、
《
＼
「
》
(

ー
「
》
の
施
譜
例
は
59
例
を
数
え
る
が
、
(
)
》
は
皆
無
で
あ
る
。

胡
麻
譜
を
使

っ
た
旋
律
表
記

で
は
、
応

々
に
し

て
、
「
現
実

ア
の
正
確
な
反
映
」

を
め
ざ
す

よ
り
も
、
音
楽
性
を
優
先
し
た
施
譜
、
あ
る

い
は

ア
を
不
完
全

に
反

映
し
た
施
譜
な
ど
が
行
わ
れ
、
下
降
調

ア
の
よ
う
な
微
妙
な
調
価

の
反
映
ま

で

は
力
が
及
ば
な
か

っ
た
と

い
う
、
謡

い
物

・
語
り
物

資
料
特
有

の

一
面
も
あ

っ

た
わ
け

で
あ

る
。
◎

の
働
き
を
担
う

《
/
》
は
、
『

謡
曲
百
番

』
中

に
全

部

で
21
例
、
該
当
例
が
極
め

て
少
な

い
。

以
上
は
、
上
胡
麻

の
働

き
d

の
⑦
◎

に

つ
い
て
述

べ
、
《
/
》
が
現
実

の
近
世

初
期
京

都
語

ア
・
、
0
を
如
何

に
反
映
し

て
い
る
か
と

い

っ
た
、
《
/
》
の
も

つ

国
語
ア
史
上

の
意
義

に
言
及
し
た
も

の
で
あ
る
。

帝
室

御
物
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②
⑧

「
謡
曲

の
旋
律
と
し

て
の
音
楽
的
な
高
音
を
示
す
上
胡
麻
」

に

つ
い

て

こ
れ
ま

で
に
述

べ
て
き
た
d
に
比

べ
る
と
、
⑥
の
働

き
を

も

つ
上
胡
麻

《
/
》

は

『
蹄
握
謡
曲
百
番
』
中

に
該
当
例

が
多

い
。
《
/
》

の
本
領

は
こ
の
②

に
あ

っ

た
と

い
う
趣
き

で
あ

る
。
ま
ず
、
《
/
》
第

二
の
働
き
、
「
実
際

の
近
世
初
期
京

都
語

ア
を
反
映
せ
ず

に
、
謡
曲

の
旋
律
と
し

て
の
音
楽
的
な
高
音
を
示
す
」
働

き
を
も

っ
た

《
/
》

の
実

例
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

＼

皿

/

＼

「

「

一

＼

一

、

=

一

}

秋

の
か

な

し

み

も

も

果

な

し

(野
宮

第
三
畑
頁
上
段
11
行
)

一

=

＼

/

＼

「

「

「

「

「

一

一

一

＼
下

}

＼

一

「

＼

昨

日
は
北
閾

に
悲

み
を
か
う
ふ

つ
し
た
り

(道
明
寺

第
二
掴
頁
上
段
8
～
9
行
)

右
掲

の

一
拍
助
詞

「
の
」
「
は
」
に
施

さ
れ

た

《
/
》
が
、
こ
の
⑧

の
部
類

に
属

す
る
ヒ
胡
麻

で
は
な

い
か
と
思

う
。
何
故

に
そ
う
か
と
言
え
ば
、
右

「
野
宮
」

「
道
明
寺
」
曲

で
の

《
/
》

の
示
す
絶
対
的
な
高
音
が
、

二
、
三
拍
名
詞

「
秋

○
0
」
、
「
昨
日
・
●
○
」

に
そ
れ
ぞ
れ
下
接
す
る
場
合

に
お
け
る
助
詞

「
の
」
、

「
は
」
の
、
近
世

初
期
京

都
語
ア

で
行
わ
れ
る

べ
き
本
来

の
姿

(い
ず
れ
も
低
音
の

▽
)
と

}
致
し

て
い
な
い

こ
と
が
、
第

「
の
理
由

で
あ
る
。
そ
れ
に
、
仮

り
に
助

詞

「
の
」

や

「
は
」
を
京
都

語
ア
を
無
視

し

て
高
音

に
謡

う
と
し
て
も
、

そ
れ

が
た
め

に
は
、
上
接
語

に
施

さ
れ
て
あ
る

《
＼
》

よ
り
相
対
的

に
高

い
旋
律
を

示
す

《
う
》

で
十
分

で
は
な

い
か
。
敢

え
て
上
胡
麻

《
/
》
を
あ

て
が
う
と

こ

ろ

に
は
、
音
楽
性
原
理

の
強

い
関
与
を
感

じ
さ
せ
る
も

の
が
あ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
場
合

の

《
/
》

は
、
お
よ
そ
、
近
世
初
期

に
お
け
る
京
都
語

ア
の

姿
を
映
し
取
る
た
め

に
施
さ
れ
た
胡
麻
譜
と
は
言

い
が
た

い
わ
け

で
あ
る
。
そ

れ

に
ま
た
、
⑧

に
属

す
る
上
胡
麻

《
/
》
の
例
が
、
活
用
語
尾
や
付

属
語

に
偏

っ

て
多

い
と

い
う
事

実
も
あ
る

(⑨
の
(
/
》
を
施
さ
れ
た
も
の
は
、
自
立
語
伽
例

(活
用
語
尾
69

例
そ
れ
以
外
51
例
)
に
対
し
付
績
藷
は
捌
例
を
数
え
、
同
じ
eそ
の
場
合
の
m
例

(活
用
語
尾
17
例
そ
れ
以

外
84
例
)
対
24
例
に
比
し
て
、
側
で
の

(
/
》
の
付
属
語
に
対
す
る
施
譜
は
際
立

っ
て
多
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
)、

こ

の
点

に

も
注

目

し

て
お

き

た

い

と
思

う
。

な

ぜ

そ

の

よ

う
な

施

譜

傾

向

が

み

ら

れ

る

の

か

は
、

『
音

曲

玉

淵

集

』

(
四
)

で

の
、

左

の

よ
う

な

}

読
の
事

(前
略
)
文
字
説
り
は
嫌
ふ
ふ
し
な
ま
り
は
拍
子
を
そ
だ
て
或
は
依
上
依
.ト
の
二.一口葉
の
な
ひ
き
に
よ

り
て
の
事
な
れ
は
赦
す
也

て
に
を
は
又
終
り
か
な
の
章
は
正
の
唱

へ
に
違
ひ
て
も
ふ
し
か
ゝ
り
さ
へ

よ
け
れ
は
苦
し
か
ら
す

(二
十
三
丁
表
～
裏
)「

一
節

を
思

い
起

こ
せ
ば
納
得

す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
右
能
楽
書

の
記
述

は
、

謡

い
に
は
、
音
楽
と
し

て
の
旋
律

の
よ
さ
を
第

一
に
尊

ぶ
と

い

っ
た

「
音
楽
的

な
旋
律
要
因
」
が
介
在
し

や
す
か

っ
た

こ
と
、
d

の

《
/
》

は
、
そ

の
よ
う
な

音
楽
的
な
旋
律
を
あ
ら
わ
す
た
め

に
こ
そ
多
用
さ
れ
た
と

い
う

こ
と
、
な
ど
を

物
語

っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
さ
ら

に
、
次

の
ご
と
き
施
譜
例
が
見
出

さ
れ
る

の
も
、
《
/
》
第
二

の
働
き
⑧

の
存

在
を
裏
付

け

て
い
る
か
と
思
う
。

猷
七
匹
無
算
か
参

ひ
お
レ

(鉄
輪

第
二
警

L
段
6
行
)

又
立

帰
る
草

の
は
ら

(殺
生
石

第
四
37
頁
下
段
5
行
)

い
ず

れ
も
、
謡
曲
固
有

の
旋
律
基
調
●
○
●
を
示
し
た

《
}
＼
/
》
《
一
「
,/
》

で
あ

る
。
右
掲

「
ご
と
し
」
「
帰

る
」
例

で
の
第
三
拍
目

に
付
さ
れ
た

《
/
》
も
、

近
世
初
期

に
お
け

る
京
都

語

ア
の
姿
を

反
映

し
た
も

の
で
は
な
く
、

「
謡
曲

の

旋
律
と
し

て
の
音
楽
的
な
高
音
」
を
あ
ら
わ
し
た
胡
麻
譜
だ
と
考
え
る

の
で
あ

る
。
何
故
か
な
ら
ば
、

こ
の
中

の
前
者
、
三
拍

ク
活
用
形
容

詞

の
如

シ
類
終
止

形

「
ご
と
し

(如
)
」
の
ア
が
、
中
世
前
期
～
近
世
初
期
を

通
じ
て
概

ね

「
ゴ

ト

シ

《
/

=

》
如

(大
慈
院
本
浬
繋
講
式
四
5
)、
件

の

こ
と

し

(尾

・
妾

正
節
墓

魏
1
素
声
)」

の
よ
う
に
頭
高

型
の
●
○
○
に
行

わ
れ

て
い

て
、

そ

の
第

三
拍
目

に
関

し
て
、
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高
音

や
ト
降
調

ア
の
存
在

が
考

え
が
た
い
か
ら
で
あ
り
、
後
者

の
、

三
拍

四
段

式
動
詞

の
移

ル
類
連
体
形

(A
形
)
「
帰
る
」
の
ア
の
方
も
、
中
世
前
期

ま
で
こ
そ

○
○
・
型
だ

っ
た
よ
う
だ
が
、
近
世
初
期

に
至
る
ま
で
の
間
に
そ
れ
を
失

い
○

○
●
↓
●
○
○

の
頭
高
型
化

を
遂
げ

て
第

三
拍
目

が
低
音

に
行

わ
れ

て
い
る
か

ら

で
あ

る
。

そ
う
し

て
、
右

二
例

に
み
る
よ
う
な
、
謡
曲

に
多

く
施

さ
れ

て
特

徴
的
な
旋
律
基
調
8

・
の
場
合
に
は
、
傍
線
を
施
し
た
下
降
部
分
・
○
ま
で

は
京
都
語

ア
の
姿
を
反
映

し
て
い
る
可
能
性

が
強

い
も

の
の
、
再
び
上
昇
す

る

第

二
、拍
目

の
・

に
な
る
と
、
そ
れ

は
も

は
や

「
音
楽
性

の
所
産
」
で
あ
る

こ
と
、

す

で
に
筆
者

の
旧
稿

に
説

く
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
第

三
拍

目

に
付

さ
れ

た

《
/
》
は
、
「謡
曲
旋
律
と

し
て
の
音
楽
的

な
高
音
」
を

示
す
胡

麻
譜
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

興
味

深
い
こ
と
に
は
、

縫

謡
曲

百
番
』
中

に
付

さ
れ

た
こ
の
⑥
の
働
き
を
も

つ
上
胡
麻

《
/
》
の
う
ち
の
多
数

が
、
上
寄

.
下

詩

・
ロ
ン
ギ

・
ク
セ

マ
イ

・
ワ
カ
な
ど

を
中

心
に
分
布

し
て
い
て
、

そ
れ
ら
曲

節

の
有

す
る
旋
律
特
徴
1
す
ぐ
れ
て
音
楽
的
な
「
と

の
間

に
符
合

が
認
め
ら
れ

る
の

で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う
な
曲
節
と

《
/
》
分
布

の
相
関

に

つ
い
て
は
、
第

三
章

で
改

め
て
述

べ
て
み
た
い
と
思

う
。

そ
れ

で
は
、
本
節

で
繰

り
返
し
言

う

「音
楽
的

な
旋
律
」
と

は
ど

の
よ
う
な

性
質

の
も

の
な

の
か
、
最
後

に

「
例
を
あ
げ

て
そ
の

一
端
を
説
明
し

て
お
き

た

い
と
思
う
。

＼
…
、
一
}
マ
、
》
一
～
=

「
「

}

」
ハ
ル
=持

第

一
第

二
の
絃

は
さ
く
～
と
・し

て
…
第

三

「

「

＼

「
＼

「

「

一

「

「

「

う
ハ
ル

＼

第

四

の
絃

は
れ

い
～

と

し

て

(経
政

第

一
皿
頁
左
側
6
行
～
撹
頁
右
側
2
行
)

右

二

つ
の
近

接

し

た

詞

章

に
お

け

る

と

こ
ろ

の
、

…
拍

助

詞

「
は
」

(
・
で
示
す
)

と

「
て

」

(
・
で
.小
す
)
に
対

す

る
施

譜

の
状

況

を

み

て

い
る

と

、

そ

れ

ぞ

れ

の
上

接

語

が

、

同

一
の
旋

律

《
一
＼
》
、

《
一
》

を

も

っ
た

同

一
語

「
絃

」
、

「
し

」

で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

下
接
し
た
そ

の
同
じ
助
詞

へ
の
施
譜
が

《
「
》

と

《
＼
》

の
二
様

に
揺
れ

て
い
る
こ
と

に
気
付
か
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
、

助
詞

「
は
」
と

「
て
」
に
対
す

る
多
様
な
施
譜
は
、
「
現
実

の
京
都
語

ア
の
反
映
」
を

さ
て
措

い
て
旋
律

の
流

れ
や
場
面

に
即
応

し
て
施
譜
を
行

う
と

い
う
、
謡
曲

の

「音
楽
性

の
原
理
」

が
優
先

さ
れ
た
結
果

だ
と
考

え
る
わ
け
で
あ

る
。

そ
の
他

に
、
謡
曲
全
般

に
固

有
な
旋
律
基
調

●
○

・
や
、
上
嵜

.
ロ
ン
ギ

.
次
第

な
ど

の
曲
節

に
お
い
て
、

詞
章

の
特
定
部
分

に
○
○
・

や
・
○
○
型

の
旋
律

が
分
布

す
る
傾
向

も
、
所

謂

「音

楽
的

な
旋
律

」
に
あ
た
る
も

の
だ

と
思

わ
れ
る
。

個
の
働

き
を
も

つ

《
/
》
は
、
『
蹄
握
謡
曲

百
番
』
中

に
謝
例
を
数

え
d
～
⑥

三
者

の
中

で
最
も
多

い
○

⑨
⑥

「当
該

の
謡
曲
詞
章

の
あ
ら
わ
す
内
容
と

の
間

に
密
接
な
相
関
関
係

を
も
ち
、

そ
れ
の
表
現
性
を
高

め
る
た
め
に
、
意
図
的

に
高
音

の
抑
揚

・
旋
律

を
示
す
上
胡
麻
」

に

つ
い
て

こ
の
⑥
の
上
胡
麻

《
/
)
は
、
施
譜

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
当
該
語

の
、
近

世
初
期
京
都

語
で
本
来
行

わ
れ
る

べ
き
ア
を
反
映

し
た
り
、
謡
曲
と

し
て
の
音

楽
性

の
求
め

に
応

じ
て
高
音

の
旋
律
を
あ

ら
わ
す
な
ど
と

い

っ
た
、

い
ず
れ

の

働
き
と
も
当
面
無
関
係

に
施

さ
れ

た
と
こ
ろ
の
胡
麻
譜

の
よ
う
で
あ

る
。

⑥
に

該
当
す

る

《
/
》
の
顕
著

な
特
徴

は
何

か
と
言

え
ば
、
上
胡
麻
が
、
「
施
譜
対
象

の
語
を
際
立

て
て
高
く
謡

う
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
の
語
を
含
む
詞
章

の
描

こ
う

と

し
て
い
る

『
心
情
』

の
核
心
部
分
が
強
調
的

に
示
さ
れ

る
」
と

い

っ
た
ご
と

き
、

一
層

の
表
現
効
果
が
期
待

で
き
る
よ
う
な
場
面

に
偏

っ
て
、
謂
わ
ば
意
図

的

に
施
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
、
上
胡
麻

(
/
》
が
施
譜
者

の
詞
章
解
釈
を
示
す
場
合

に

つ
い
て
、
以
下

に
述

べ
て
ゆ
き
た

い
と
思
う
。

ひ
さ
し
き
春

こ
そ

め

て
た
け
れ

(老
松

第
.二
25
頁
上
段
6
行
)
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一ハ

ル

「

＼

/

＼
F

一
＼

「
＼

一

所
か
ら
さ

へ
面
白

や

(.二拝
寺

第
四
鵬
頁
下
段
7
行
〉

＼
＼
一ハ
ル
う～

「
一
」
ハ
ル
一
=
「
＼
/

雪

を

廻

ら
す

舞

の
袖

か
な

(鉾
木

第
二
52
頁
上
段
9
～
10
行
)

うハ
ル
二
一
「人
＼
一ア

＼

「
一
＼
「

「
}
一
一
、

一
一
うハ
ル
一
＼
/

＼

百

年

の
姥
と
き

こ
え
し
は
小
町

か
は
て
の
名

な
り
け
り

(関
寺
小
町

第
四
69
頁
上
段
3
～
4
行
)

右
掲

の
ご
と
き
、
係
助
詞

の

「
こ
そ
」
(こ
の
挙
例
の
他
に
も
、
ω
に
属
す
る
同

う例
が
「蹄
櫨

謡
曲
百
番
』
41
に
6
例
あ
る
が
、
(
＼
/
)
で
は
な
く
近
世
初
期
ア
に
も
「
致
し
た

《
/
＼
》
の
形
に
施

譜
さ
れ
て
い
る
。
〉、
副
助

詞

「
さ

へ
」
、
終
助
詞

の

「
か
な
」
、
詠
嘆

の
意
を
あ
ら
わ

す
助
動
詞

「
け
り
」

な
ど
を
対
象

と
し
て
施

さ
れ
た

《
/
)
が
、
典
型
的

な
⑥

の
部
類

に
属
す

る
も

の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

「
め
で
た
き
」

こ
と
の
対
象

が

「
(他

で
も
な

い
)
君

の
永
遠

に
続

く
長
寿

の
春

だ
」
、
何

に

「
興
を

そ
そ
ら

れ

る
」

の
か
と

い
え
ば

「
月

の
光
が
差
し

て
い
る
場
所

に

つ
い
て
も
だ
」
と
強

く

指
し
示
し
た
り
、
「
舞
姿

の
美
し
さ

に
感
嘆
し

て
い
る
気
持
」
、
「
小
町

の
成
れ

の

果

て
が

『
百
年

の
姥
』

で
し
か
な

い
こ
と
を
悲
し
む
気
持
」
な
ど
を
想

い
を

こ

め

て
表

現
す
る
た
め

に
は
、
挙
例

の
ご
と
き
、

こ
と
さ
ら
低
音

の
直
前
や
直
後

に
絶
対
的

な
高
音

を
配
す
る
旋

律

の
組
み
合

わ
せ
、

つ
ま
り
、
高

低
差
が
著
し

く
て
高
音
部
分

の
卓
立

が
浮

き
ぼ
り
に
な
る
よ
う
な
旋
律
形
式

、
《
　
＼
》
《
＼

/
》

の
形

が
最
適

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
⑥
の
働

き
を
担

っ

た

《
/
》

は
、

そ
の
高
音

の
旋
律

が
、
近
世
初
期

ア
に

一
致
す

る
も
の
も
あ
れ

ば
し
な

い
も

の
も
あ

っ
て
、

そ
の
意
味

で
は
、

d
⑧
の
い
ず

れ
か

一
方

に
も
属

さ
せ
う

る
よ
う
な
胡
麻
譜

で
あ
る
が
、
い
ま

は
、
「或
意
味

で
プ

ロ
ミ
ネ

ン
ス
に

も
通
じ
る
強
調
的
機
能
」
が
発
揮
さ
れ
た
点
を
重
視
し

て
、
d
d
な
ら
ざ

る
⑥

と
し

て
特

立
さ
せ

て
み
た
。
全
②
施
譜
例
39
例
、
あ
ま
り

に
短
か
す
ぎ
る
詞
章

中

の
9
例
を
除
け
ば
30
例
、
そ

の
中

の
半
数
を
超
え
る
16
例
が
、

一
曲

の
末
尾

部
分

か
役

者

の
演

ず
る
当
該
曲
節

の
末

尾

に
集
中
す
る

の
も
、
謡

い
の
ひ
と

つ

の
技
法

と
し

て
、
感
情

の
昂
ま
り
が
そ

の
よ
う
な
個
所
を
選
ん

で
用
意

さ
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
た
め

で
は
な

い
か
と
思

っ
て

い
る
。

こ
の
他

に
も
、
同

じ
く

《
＼
/
》
の
組

み
合

わ
せ
に
よ
る
、
係
助
詞

「
ぞ
」

を
対
象
と

し
た
ゆ
例
も

み

ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

「ク
ル
「
、
「
一
「

一
一
「
＼
「
「
=

＼

「
＼
「ハ
ル
=
＼

平
等
大
會

の
く

り
き

に

頼

政
か
佛
果

を
え

ん

そ
有
難
き

(頼
政

第
う
89
頁
右
側
3
～
5
行
)

「
え

ん
そ
」

へ
の
施
譜

に
認
め
ら
れ
る
ご
と
き
、
元
来

「
助
詞
と
し

て
の
卓
立

的
な

ア
を
持
た
ず
、
直

前

の
拍

の
高

さ
と
は
逆

に
発
音

さ
れ
る
よ
う
な
傾
向

を

も

つ
」
係
り
結
び

の
助

詞

「
ぞ
」
に
対
し

て
、
こ
と

さ
ら
絶
対
的
高
音

の

《
/
》

を
配
し
て
、

そ
の
直
前

の
拍

に
お
け
る

《
＼
》
と

の
間

に

《
…

＼
み
》
な

る
高

低
差
著

し
い
旋
律
が
作

り
出

さ
れ
て
い
る
例

に
注
目
し
た

い
の
で
あ
る
。
係
助

詞

「
ぞ
」
で
は
、
右

と
は
逆

に
、
直
前

の
拍

が

《
/
》
で
あ

る
場
合

に
は
、
「
ぞ
」

自
身

に
は
、

う
き

は
心

の
と
か
そ
と

て

(浮
舟

第
.
一88
頁
下
段
5
行
)

の
よ
う

に

《
＼
》
が
施

さ
れ

て
、
特

に
低
音

に
謡
わ
れ
る
と

い
う
次
第

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
ち

ょ
う
ど
、
引
用

の
格
助
詞

「
と
」
を
対
象

と
し

て
行
わ
れ
た
と
こ

ろ

の
、あ

や
は
と
り
と

名

付

さ
せ
給

へ
は

(呉
服

第
二
濯
頁
下
段
-o
行
)

＼

一

「

一

＼

う

一

一
＼

一

＼

/

＼

=

う

「

＼

＼

「

「

「

う

こ
れ
は
い
か
な

る
人

や
ら
ん
と
尋

さ
せ
給

ひ
し
に

(當
麻

第
二
塒
頁
上
段
13
～

14
行
)

「
『
と
』
の
直
前

の
拍
が

《
＼
)
の
場
合
当
該

『
と
』
に
対

し
て
は
上
胡
麻

《
/
》

を
、
逆

に

《
/
》

の
場
合

に
は
下
胡
麻

《
＼
》
を
施
し

て
、
《
＼
/
》
《
/

＼
》

と

い

っ
た
高
低
対
照
的
な
際
立
ち
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
『
と
』
に
と

接
す

る
引
用
部
分

の
浮
き
ぼ
り

・
強
調
的
な
提
示
を
め
ざ
し
た
」
あ
た
り

の
手

法
と
、
類
似

の
発
想

に
た

つ
も

の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
○
前
掲

「頼

政
」
曲

の

一
節
は
、
「他

で
も
な

い
、
平
等

院

の
平
等
大
會

の
法
力

に
よ

っ
て
、

11



『
頼
政
が
成
仏
す
る

で
あ
ろ
う
』
こ
と
が
有
難

い
。
」
と
言

っ
た
も

の
で
、
「
ぞ
」

に
対

し

て
旋
さ
れ
た

《
/
》

の
示
す
高
音

の
旋
律

が
、
右

の
よ
う
な
詞
章

解
釈

を

あ
ら
わ
す
上

で
効

果
的

に
働

い
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
他

、
左

掲

の
よ
う
な
、

/

＼

"「

「

＼

、

＼

ヘ

ハ

荒

つ
れ
な

つ
れ
な
や

(錦
木

第
二
52
頁
上
段
5
行
)

嬉

し
き
か
な
や
い
さ
さ
ら
は

(老
松

第
三
24
頁
上
段
14
行
)

上
胡
麻

の

《
/
》
が
、
感
動
詞

「
あ
ら
」
「
い
ざ
」
を
対

象
と
し

て
、
そ
の
直
前

や
直
後

に

《
＼
》
を
擁
し

つ
つ

《
/

＼
》
《
＼
/
》

の
ご
と

く
施
さ
れ

た
例
も
、

「
当
該
語
と
そ
れ

に
続
く
詞
章

に
心
情

の
昂
ま

り
あ
り
」
と
み
た
、
施
譜
者

の

詞
章
解
釈
を
如
実

に
反
映
す

る
も

の
だ
と
受
け
取
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

右

に
み
て
き

た
よ
う
に
、
⑥

の
働
き
を
も

つ
上
胡
麻

《
/
》
は
、
総
じ

て
、

詠
嘆

・
強
意
な
ど

の
意
味
を
あ
ら
わ
す
特
定

の
助
詞

・
助
動
詞
、
感
動

詞
を
対

象

と
し

て
施
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、

こ
の
点
が
大
き
な
特
徴

と
な

っ
て
い
る
。

以
上

の
考
察
を
要

す
る
に
、
上
胡
麻

《
/
》

の
も

つ
機
能

は
、
大

き
く
分

け

て
三
種
類
、

d
現
実

の
近
世
初
期
京
都
語

ア

(
●
、
θ

)
を
反
映
し
た

り
そ
の

存
在
を
裏
付
け

る
、
⑥
謡
曲

の
旋
律
と
し

て
の
音
楽
的
な
高
音
を
示
す
、
そ
し

て
、
⑥
謡
曲

の
詞
章
内
容
と

の
間

に
相
関
性
を
も
ち
、

そ
れ

の
あ
ら
わ
す
心
情

の
強
調

の
た
め

に
高
音

に
謡

っ
て
詞
章
解
釈

に
貢
献
す
る
、

に
な
る

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
中

で
も
、
『
蹄
憾
謡
曲
百
番
』
に
お
け

る

《
/
》
の
本
領
が
、

d
⑥
よ
り
も
格
段

に
用
例

数

の
多

い
⑧

(d
の
働
き
を
も
つ
《
/
》
莇
例
、
以
下
⑨
鍬
例
ω

39
例
で
あ
る
。)
の
、
謡
曲

の
旋
律

と
し

て
の
音
楽
的

な
高
音
を
示

す
働

き
に
あ

っ

た
と

い
う
事
実

は
、
否
定

で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
。
京
都
語

ア
を
反
映
す

る
度

合

の
高

い
曲
節
力

・
ル

・
サ
シ
で
さ
え
も
、

そ
こ
に
施
さ
れ
た

《
/
》

の
半
数

ま

で
が
⑥

の
働
き
を
も

つ
上
胡
麻

で
あ

っ
た

(後
述
第
三
表
参
照
)
こ
と
が
、

如
実

に
こ
の
こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
。

三

上
胡
麻
の
施
さ
れ
る
曲
節

さ
て
、

こ
れ
ま
で
に
述

べ
て
き
た
上
胡
麻

《
/
》

の
も

つ
働
き
d
～
⑨

に
関

わ

っ
て
、
『
蹄
握
謡
曲
百
番
』
所
収

の
各
曲
節
ご
と

に

《
/
》

の
施
譜
状
況
を
な

が
め

た
場
合
、

三
者

の
う
ち

の
い
ず

れ
か

に
属
す
る

(
/
》
が
特
定

の
曲
節

に

集
中

し

て
あ
ら
わ
れ

る
、
と

い

っ
た
よ

う
な
偏
り

が
見
出

せ
る
も

の
か
ど
う

か
、
さ
様
な
傾
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
曲
節
と

(
/
》

の
も

つ
働
き
と

の
間

に

い
か
な
る
関
連
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
第
三
表
は

こ
の
点
を
課
題

に
調
査

を

試
み
た
も

の
で
あ
る
が
、

こ
れ

に
よ

っ
て
、

謡
曲

譜
本
所
収

の
各
曲
節

の
も

つ

旋
律

特
徴
を
知
る
上

で
も
、
興
味

深

い
現
象
が

い
く

つ
か
指
摘

で
き
そ
う
で
あ

第

三

表

(曲
節
名

の
分
明

で
な

い
《
/
》
、
第
二
表
断
わ
り
書

き
に
述

べ
た
所
属
不

明

の
46
例

の
ρ
/
》は
、

こ
の
表

か
ら
省

い
て
あ
る
。

)
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る
。

ま
ず
、

コ
尉
の
類

」
の
次
第

・
L
L
寄

・
下
留

・
ロ
ン
ギ
、

「
ク
セ
の
類
」

の

ク
セ

マ
イ
、
「
詠

の
類
」

の

ワ
カ
、
以
上
六

つ
の
曲
節
群

に
共
通
す

る
特
徴

は
、

⑥

に
比

べ
d

の
、
「
近
世
初
期
京
都
語

ア

(●
、
○
)
を
反
映
し
た

り
そ
の
存
在

を
裏
付

け
る
」
《
/
》

の
例
が
目
立

っ
て
少

な
く

て
、
対
照
的

に
⑧
の
ご
と
き
、

「
現
実

の
近
世
初
期
京

都
語

ア
と
は
無

関
係

に
、
謡
曲
旋
律

と
し

て
の
音
楽
的

な
高
音
を
示
す
」
《
/
》
例

が
多

く
な

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る

(次
第
、
上
ハ
、
一
セ

イ
も
こ
の
部
類
に
属
す
る
よ
う
だ
が
、
な
に
ぶ
ん
に
も
用
例
数
が
少
な
く
て
い
ま
は
保
留
扱
い
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
。〉。
こ
れ
ら

の
六
曲
節

に
比
較

し
て
、
「
サ
シ
の
類
」
で
の
カ

・
ル

・
文

・
サ

シ
、∴
曲
節

に
特
徴

的
な

の
は
、
d
の
⑦
◎

の
ご
と
き
、
「
・
、
●
と

い

っ
た

現
実

の
近
世

初
期

京
都

語

ア
を
反
映
し
た
り
そ

の
存
在
を
裏
付
け

る
」
《
/
》
例

が
、
相
対
的

に
多

い
点

で
あ
る
。
右

の
両
曲
節
群
に
対

し

て
認
め
ら
れ
る
偏

っ

た

《
,/
》
分
布

の
相

が
、
次
第

・
上

認

・
ロ
ン
ギ

・
ク
セ

マ
イ

・
ワ
カ
六
曲

節

の
も

つ
著
し

い
音
楽
性
と
、

カ

・
ル

・
文

・
サ

シ
三
曲
節

で
の
近
世
初
期
京
都

語

ア
を
反
映
す
る
度
合

の
高

さ
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
相
応

じ
て
い
る
よ
う
で
面
白

い
。

こ
こ
に
思

い
出
さ
れ
る

の
は
、
次
第
、
上
爵
、
下
嵜
、

ロ
ン
ギ
、

ク
セ

マ

イ
、

ワ
カ
六
曲
節
所
収
諸
語

に
お
け

る
、
施

さ
れ
た
旋
律
と
近
世
初
期
京
都
語

ア
と
の

一
致
率
が
、
"
、
留
、
紹
、
輔
、
四
、
鴇
%
と
総
じ

て
低

い
値
を
示
し
、

一
方

の
カ

・
ル
、
文

、
サ

シ
で
は
師
、
覆
、
㎝
%
と
高
率

に
な

っ
て
い
た
事
実

と

の
符
合

で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
前
者

六
曲

節
中

の
三
曲

節
次
第

・
上
寄

・
ロ

ン
ギ

に
お

い
て
は
、
近
世
初
期

の
京
都

語
ア
の
姿

と
は
無

関
係

に
、
あ
る
種

の

旋
律
型
が
詞
章

の
特
定
部
分

に
集
中

し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

具
体
的

に
言
え

ば
、
上
蔚
や

ロ
ン
ギ

で
は
詞
章

の
冒
頭

に
○
○
・
末
尾
・
○
○
型

の
旋
律

が
よ

く
登
場
し
、
次
第

に
な
る
と
詞
章

の
末
尾
部
分

で
○
○
・

が
あ

ら
わ
れ

そ
れ
に

・
○
○
が
直
続
す
る
と

い

っ
た
、
謡
曲

の
音
楽
性
を
優
先
し
た
旋
律
分
布

の
傾

向

が
あ

っ
た
も

の
だ
が
、
対
照
的

に
、

カ

・
ル

・
文

・
サ
シ
の
三
曲
節

に
は
そ

の
よ
う
な
偏

り
が
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
、

こ
の
点

に
も
留
意
を
し

て
お
き
た

い

の
で
あ

る
。

以
上

の
三
点

を
考

え
併
せ

る
と
、
d

の
ご
と
き
働

き
を
も

っ
た

《
/
》
が
数
多
く
施
さ
れ

て
い
る
、
次
第

・
上
寄
、
下
嵜

・
ロ
ン
ギ

・
ク

セ
マ

イ

・
ワ
カ
な
ど
は
、
「
謡
曲

と
し

て
の
音
楽
性
を
強

く
帯

び
た
旋
律

」
を
有
す

る

曲
節

群

で
あ
り
、

d

の
ご
と
き

《
/
》
が
多

い
カ

・
ル

・
文

・
サ
シ
の
方

は
、

近
世
初
期
京
都
語

ア
を
髪
紫

と
さ
せ
る
旋
律
が

そ
の
特
徴
な

の
だ
と
考

え
ら
れ

て
く
る
か
と
思

う
。
d

の
⑦
◎
、
⑥

い
ず
れ

の
働
き
を
も

っ
た

《
/
》
が
数
多

く
施
さ
れ

て
い
る
か
、

そ
の
分
布

の
相
が
、
各
曲

節
が
有
す
る
旋
律

の
、
音
楽

性

の
強
弱

・
近
世
初
期
京
都
語

ア
の
反
映
度
を
測
る
ひ
と

つ
の
物
差

し

に
な
り

う
る
と

い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
し

て
残

る
⑥
の
、
「当
該

の
謡
曲

詞
章

の
あ
ら
わ

す
内
容

と

の
間
に
密

接
な
相

関
関
係
を

も
ち
、

そ
れ
の
表

現
性
を
高

め
る
た
め

に
、
意

図
的

に
高
音

の
抑
揚

・
旋
律
を
示

し
て
い
る
」
上
胡
麻

は
、
例
数

は
少

な
い
な
が
ら
も
ほ
と
ん
ど
の

「曲
節

の
類
」

に
ま

ん
べ
ん
な
く
見
出

さ
れ

て
お

り
、

そ
の
傾
向

の
あ
る
こ
と

が
、
現
実

ア
の
反
映
や
謡

い
の
音
楽
性
云

々
に
あ

ま

り
関

わ
り
の
な

い
胡
麻
譜

で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
の
で
は
な

い
か
と

思

う
。

お
わ
り
に

筆
者
は

こ
れ
ま

で
、

謡
曲
譜
本

に
お
け
る
数
少

な
い
上
胡
麻

《
・/
)

に

つ
い

て
、

そ

の
胡
麻
譜

と
し
て

の
成
立

の
経
緯

・
出
自

と
、

「《
/
)

が
ど

の
よ
う
な

抑
揚

・
旋
律

を
示

し
、
近
世
初
期
京
都
語

ア
に
お
け

る
い
か
な

る
調
価
を
反
映

し
て
い
る
の
か
」

と
い

っ
た
、
謡
曲

の
胡
麻
譜
と
し

て
の
音
楽
的
な
働
き

や
国

語

ア
史
上

の
意
義

に

つ
い
て
、
さ
ら

に
は
、
《
/
》
が
詞
章
解
釈

に
如
何
様

に
貢

献
し

て
い
る
か
、
謡
曲
各
曲
節

の
旋
律
特
徴
と
種

々
の
働
き
を
も

っ
た

《
,
し
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分
布
相

と
の
相
関

は
ど
う
か
、
以
L

の
四
点

に
絞

っ
て
調
査

し
吟
味

を
行

っ
て

き
た

つ
も
り
で
あ
る
。

註

m

●

は
高
爵
、
O
は
低
音
、
0
は
ド
降
音
を
.小
す
。
但
し
、
▼
、
▽

は

一
拍
助
詞

「
ガ
ヲ

ニ
ハ
」
の
高
、

低
盲

で
あ

る
。

ア
ク
セ
ン
ト
を

ア
と
略
称
す

る
。
た
だ
、
引

用
す
る
論

文
の
題
目
名

に
は
こ
れ
を
用

い
な

い
。

・
念

典
全
集

離

藷

蓬

・
嫉

木
活
字
の
欠
損
や
糞

虫
喰
い
、
譜
記
の
書
き
入
れ

な
ど
、
符
合
す

る
点
が
多

い
。
な

お
、
本
資
料

の
写
爽
複
製

に
は
、
宮
内
庁
書
陵
部

よ
り
格
段

の
便
宜

を
賜

わ

っ
た
、
記
し

て
深
謝
申

し
ヒ
げ

る
。

d

挫
稿

「
ア
ク
セ
ン
ト
資
料
と

し
て
の
謡
曲
譜
本

の
意
義

」
(『
語
文
研
究
』
第

三
十

四
号

)
を
参
照
。

ω

こ
れ

ら
の
呼
称

は
、
奥
村

.う.雄
氏

の

『
平
曲
譜
本
の
研
究
』
(昭
和
五
卜
七
年
桜
楓
社
)
で
使
わ
れ
た

用
語

に
従

っ
た
。
以
ド
も
同
様

で
あ
る
。

ω

こ
れ

よ
り
以
降
、
尾

・
平
家
正
節

と
略
称
す

る
。
算

用
数
字
等

は
、

そ
の
渥
美

.
奥
村

.
尾
崎

.
高

井
氏
編

『
尾
崎
家
本
平
家
正
節
』
(昭
和

四
卜
九
年
大
学
堂
書
店

)
に
よ

っ
て
、
順
に
、
頁
数
、
当
該
頁

内

で
の
四
分

さ
れ

た
写
貞
版

の
位
置
を
.小
し
、
最
後

が
曲
節
名

で
あ
る
。

な
お
、

写
真
版

の
位
置

は
、

1
が
L
段
右
側
、
2
が
同
左
側
、
ド
段

に
移

っ
て
3
が
右
側
、
4

が
左
側

で
あ

る
。
そ

の
他

『
補
忘
記

貞
享
版
』

(昭
和
。.
.↑
ヒ
年
白
帝
社
)
、
『
四
座
講
式

の
研
究
』

(昭
和
.
㎜.十
九
年
、
二
省
堂
)
よ
り
引
用
し

た
。

ω

奥
村
う
..雄
氏

の
前
掲
書

『
乎
曲
譜
本

の
研
究
』
鵬
～
謝
頁
を
参
照
。

ひそ

拙
稿

「
謡
曲
譜
本

に
お
け
る
●
○
・
型

の
旋
律
」

(『
山

口
国
文
』
第
四
号
)
を
参
照
。

ω

奥
日村
..
.雄
氏

の
前
掲
書
「
『
平
曲
譜
本

の
研
究
』

の
姻
～
欄
頁
。

㈲

各
曲
節

の
範
囲

の
認
定

に
関
し

て
、
今
回
新
た

に
、
具
体
的

に

「
曲
節
名
」
を
施
し
た
詞
章

に
連
続

し

て
、
単

に
シ
テ
や

ワ
キ
な
ど

の
役
名

の
み
を
記
し
た
詞
章
が
あ
ら
わ
れ
る
場
合
も
、
冒
頭
に
示
さ
れ

た

「
曲
節
名
」
を
適
用
し

て
み
た
。
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