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『
日
本
古
典
全
書

記
録
す
る
が
、
舞
台
上
の
細
か
な
所
作
の
指
示
に
ま
で
は
及
ば
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
畏
っ
て
挨
拶
し
、

和
泉
流
の
古
本
『
狂
言
六
義
』
で
は
、

こ
れ
に
前
後
し
た
場
面
を

促
音
・
挽
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

は
、
そ
の
点
あ
ま
り
自
然
で
は
な
い
。

一
曲
の
大
ま
か
な
あ
ら
す
じ
ゃ
‘

囲
い
、

物
言
ふ
」

の
意
と
す
る
の

ト
メ
の
か
た
ち
、
曲
の
ボ
イ
ン
ト
に
な
る
部
分
は

『
天
正
狂
言
本
』
の
「
恋
の
お
ふ
ぢ
（
祖
父
）
」
と
い
う
曲
は
、
他
の
狂
言
本
で
は
「
枕
物
狂
」
と
呼
ん
で
い
る
曲
に
あ
た
る
よ
う
で
、

老
い
た
祖
父
が
年
が
い
も
な
く
恋
に
狂
っ
た
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
孫
ど
も
が
心
配
し
て
見
舞
に
行
き
、
そ
の
恋
を
か
な
え
さ
せ
て
や
る

と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
『
天
正
本
』
は
、
孫
ど
も
が
見
舞
に
行
っ
た
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

ま
ご
二
人
出
て
、
お
ふ
ぢ
の
物
に
狂
て
あ
り
く
と
て
、
た
づ
ね
て
き
ふ
く
つ
す
る
。

狂
言
集
下
』
で
は
、
「
き
ふ
く
つ
」
に
「
窮
屈
」
を
あ
て
「
畏
っ
て
挨
拶
し
、
物
言
ふ
の
意
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る

が
文
意
が
と
り
に
く
い
。
『
天
正
本
』
は
、

迫

促
音
・
撥
音
の
表
記
の
動
揺
|
ー
『
天
正
狂
言
本
」

野

の
場
合
|
|

虔

徳
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講）

は
く
ゆ
ふ
（
伯
養
）

か
う
か
う
の
た
め
で
も
あ
る
ほ
ど
に
、

と
孫
ど
も
の
会
話
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、

孫
ど
も
が
祖
父
の
と
こ
ろ
を
尋
ね
て
、
年
が
い
も
な
く
恋
に
狂
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

『
天
正
本
』
に
音
韻
的
な
訛
り
の
現
象
が
数
多
く
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

い
て
ー
音
韻
表
記
の
特
徴
を
中
心
と
し
て
ー
」

正
本
』
で
は
、
「
教
訓
」
を
「
き
う
（
ふ
）
く
つ
」
と
す
る
こ
と
な
ど
は
、
大
い
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
「
教
」
を
「
き
う
」
と
す
る
よ
う
な
類
例
は
、
次
の
よ
う
に
多
数
の
も
の
が
あ
る
。

我
が
中
（
朝
）

ち
う
（
長
）

ざ
う
ゆ
う
（
雑
用
）

き
ふ
げ
（
教
化
）

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
る
事
な
ら
ば
か
な
へ
て
進
上
ず
、
な
ら
ぬ
事
な
ら
ば
い
け
ん
を
申
タ
イ
と
云

こ
れ
を
参
考
に
『
天
正
本
』
の
舞
台
を
想
像
す
る
と
、
「
た
づ
ね
て
き
ふ
く
つ
す
る
」
は
、

し
や
う
ぎ
ふ
（
聖
教
）

蔵
野
嗣
久
氏
「
国
語
資
料
と
し
て
の
天
正
狂
言
本
に
つ

(

1

)

 

そ
の
他
に
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
表
記
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
『
天

こ
き
ふ
（
児
校
）

ぢ
ん
ぢ
う
（
尋
常
）

ふ
ゆ
ふ
（
芙
蓉
）

゜
べ
つ
さ
ひ
天
（
弁
財
天
）
〔
竹
生
嶋
ま
ふ
で
〕

゜
ど
つ
す
（
緞
子
）
〔
二
人
お
さ
め
物
〕

ぎ
ふ
た
ふ
（
魚
頭
）

ひ
う
（
豹
）

一
ひ
う
（
俵
）

き
ふ
ろ
ん
（
経
論
）

み
う
た
ん
（
妙
丹
）

「
訓
」
を
「
く
つ
」
の
よ
う
に
、
撥
音
相
当
部
分
を
「
つ
」
で
表
記
し
た
類
例
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

み
う
お
つ
か
う
（
妙
音

「
教
訓
す
る
」
（
い
さ
め
る
、

ち
う
ぽ
く
（
調
伏
）

意
見
す
る
）
と
い
う
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「ツ」
「徒」

促
音
・
挽
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

「つ」

゜つき
鐘
徒
A

み
゜

つ
き
鍍
徒
A

み

0

0

 

徒
り
葉
墨
徒
け゚

石
橋
山
の
か
ツ
せ
ん

し
か
も
、

゜

さ
ん
せ
う
徒
と゚

清
水
徒
と

゜

き
ん
み
ツ

゜
ほ
ツ
け
念
仏

墨
vloけ

vloら
ど
ぎ
あ
ぶ
り
ぎ

vloね

vlOと
く
わ
ひ
う
距
ほ
猿

vtoり
ぎ

つ

ね

ゆ

゜
ど
つ
き
ん
（
緞
金
）
〔
同
〕

゜
お
つ
な
い
せ
う
（
恩
無
い
主
）
〔
ふ
じ
松
〕

゜
と
つ
こ
（
頓
悟
）
〔
八
房
〕

゜
く
つ
か
う
（
勲
功
）
〔
う
ち
み
〕

゜

う
ん
お
つ
（
云
々
）
〔
鳥
説
教
〕゚

じ
よ
み
や
う
ち
ゃ
う
を
つ
（
寿
命
長
遠
）
〔
く
り
や
き
〕

゜

み
う
お
つ
か
う
（
妙
音
講
）
〔
馬
か
り
さ
と
う
〕

゜
お
つ
お
み
（
隠
密
」
〔
ほ
つ
け
念
仏
〕

こ
れ
ら
の
撥
音
相
当
の
部
分
に
あ
て
ら
れ
た
〈
つ
〉
の
仮
名
は
、

「
ツ
」
の
間
に
は
、

そ
の
仮
名
字
体
に
―
つ
の
統
一
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
「
ツ
」

『
天
正
本
』
の
〈
つ
〉
の
仮
名
に
は
、
「
つ
」
「
徒
」
「
ツ
」
の
三
つ
の
異
体
の
仮
名
が
つ
か
わ
れ
て
い
て
、

(

2

)

 

か
な
り
は
っ
き
り
し
た
つ
か
い
わ
け
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

巻
頭
「
目
録
」
の
部
分
の
〈
つ
〉
の
仮
名
を
例
に
と
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
「
つ
」
「
徒
」
と
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と

つ
ツ
と
は
ツ
た
と
ま
ツ
く
ろ
も
ツ
と
も

あ
ツ
と

録
の
「
き
ん
み
川
」
は
、
本
文
で
は
四
例
す
べ
て
が
「
き
ん
み
徒
」
と
な
っ
て
い
る
。

に
は
「
つ
」
「
徒
」
「
ツ
」
の
三
種
と
い
う
よ
り
、
「
つ
」
「
徒
」
「
ツ
」
「
川
」
の
四
種
が
あ
り
、

音
に
相
当
す
る
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
使
用
例
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

お
ツ
と
（
夫
）

け
ん
か
ぶ
ツ
た
る

か
わ
ツ
（
買
お
う
）

お
ツ
と
ツ
て

う
つ
ツ
た

く
わ
ツ

l
＼
つ

さ
ぐ
ツ
て
た
ば
ツ
た
り

お
ツ
は
し
ら
か
す

う
ぶ
ツ
て

う
ら
な
ツ
て

た
ま
わ
ツ
て

く
わ
ツ
た
り

し
ツ
と
り

l
¥
ず

ツ

は

と

す

ツ

は

り

(

そ
ツ
と
ぢ
ツ

な

の

ツ

て

の

ツ

た

む

か

ツ

て

よ

ツ

て

き
ツ
て

つ

く

ツ

て

と

ッ

さ

か

と

ツ

て

と

ま

ツ

た

な

ツ

て

お
ツ
こ
ろ
ば
す
お
ツ
つ
く

か
い
と
ツ
て
か
か
ツ
た

か
し
こ
ま
ツ
て

か
ツ
て
（
買
）

あ
ツ
て

い
ツ
は
（
云
）

お
く
ツ
て

こ
の
う
ち
「
ツ
」
の
仮
名
が
も
っ
ぱ
ら
促

お
ッ
か
か
ツ
て

お
ツ
か
け
る

「
よ
ろ
川
（
万
づ
）
」
、
「
お
ま
き
よ
せ
」

の

「川」

に
近
く
、

こ
れ
と
同
じ
字
形
は
、
あ
と
「
ご
ぜ
ざ
と
う
」
の

の

「
ツ
」
は
、
む

「
ほ
ツ
け
」
の
、

促
音
が
予
想
さ
れ
る
部
分
の
仮
名
は
、

「
徒
」
が
促
音
相
当
の
部
分
に
用
い
ら
れ
た
り
、

い
る
よ
う
に
み
え
る
。

事
実
、

「ツ」

「
ツ
」
の
仮
名
文
字
は
、
「
き
ん
み
ツ
」
を
別
に
す
れ
ば
促
音
を
あ
ら
わ
し
、
「
つ
」
「
徒
」
の
仮
名
は
、
開
音
節
の
〔
tu〕
を
あ
ら
わ
し
て

目
録
以
外
の
本
文
中
の
仮
名
文
字
を
謁
べ
て
み
て
も
、

見
あ
た
ら
な
い
。
目
録
中
の
「
き
ん
み
ツ
」
が
例
外
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

こ
の

逆
に
「
ツ
」
が
促
音
以
外
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど

0

0

 

は
、
「
石
橋
山
の
か
ツ
せ
ん
」
や
「
ほ
ツ
け
念

仏
」
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
「
ツ
」
と
は
や
や
異
っ
て
い
る
。
「
か
ツ
せ
ん
」
や

こ
の
傾
向
は
相
当
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
「
つ
」

現
代
の
カ
タ
カ
ナ
の
「
ツ
」
を
一
筆
で
つ
づ
け
て
書
い
た
形
を
し
て
お
り
、
最
後
の
線
だ
け
長
い
が
、
「
き
ん
み
ツ
」

第
一
筆
の
縦
線
が
最
後
の
線
と
同
じ
く
ら
い
長
い
。

し
ろ
漠
字
の

「
＜
川
し
て
（
崩
）
」
の
二
箇
所
に
見
え
、

い
ず
れ
も
促
音
に
相
当
す
る
部
分
で
は
な
い
。
目

こ
れ
か
ら
す
る
と
、
『
天
正
本
』
の
〈
つ
〉
の
仮
名
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の
よ
う
な
多
数
の
混
乱
表
記
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
恋
の
お
ふ
ぢ
」
の
「
き
ふ
く
つ
」
の
「
つ
」
も
、
や
は
り
こ
の

「
ツ
」
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
促
音
特
立
表
記
の
は
ず
の
「
ツ
」
を
誤
り
用
い
た
、

ふ
ぢ
」
の
「
き
ふ
く
ツ
」
は
、

（
隠
密
）

゜
ベ
ッ
さ
ひ
天
（
弁
財
天
）

゜
ど
ツ
す
（
緞
子
）

せ
ッ
き
や
う

め
ツ
ず
（
馬
頭
）

い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

を
も
っ
て
お
り
、

せ
ツ
し
や
う

（
月
氏
国
）

ざ
ツ
し
や
う

（
富
貴
）

が
あ
る
こ
と
、

「
奴
め
」
を
「
や
ツ
め
」
（
あ
わ
た
口
）
と
し
た
例
が
あ
る
こ
と
が
例
外
と
い
え
ば
い
え
る
が
、
不
審
な
文
字
づ
か
い
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
程

度
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
、
促
音
と
開
音
節
の
〔
tu〕

の
仮
名
文
字
を
書
き
わ
け
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
な
も
の
が
あ
る
と

こ
の
文
献
で
は
促
音
を
「
ツ
」
と
い
う
特
別
の
字
体
で
表
記
す
る
と
い
う
た
い
へ
ん
珍
し
い
方
式

そ
の
促
音
表
記
が
撥
音
と
ま
ぎ
れ
て
、

そ
う
し
た
例
の
一
っ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
恋
の
お

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
教
訓
」
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
撥
音
相
当
の
部
分
を
「
ツ
」
で
表
記
す
る
の
は
、
字
音
語
の
場
合
だ
け
で
な
く
、

促
音
・
揆
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

゜

じ
よ
み
や
う
ち
ゃ
う
を
ツ
（
寿
命
長
遠
）

゜
お
ツ
み
つ

右
の
よ
う
に

「ツ」

は
す
べ
て
促
音
相
当
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
か
ツ
こ
（
輻
鼓
）
」
に
、
別
に

（
雑
掌
）

（
法
華
）

（
説
教
）

（
殺
生
）

だ
ツ
き

（
姐
己
）

な
ツ
と
く

（
納
得
）

「
か
徒
こ
」

ふ
ッ
き

か
ツ
こ
（
謁
鼓
）

か
ツ
せ
ん

（
合
戦
）

く
わ
ツ
け
い
（
活
計
）

く
わ
ッ
ち
ほ
A

ご
ツ
ず

（
牛
頭
）

ほ
ツ
け
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の
よ
う
な
和
語
の
撥
音
便
の
例
も
あ
る
。
金
田
弘
氏
「
書
評
・
原
本
三
河
物
語
」
（
国
語
学
九
四
集
）
に
、
「
と
つ
で
（
飛
）
」
（
三
河
物
語
）

の
よ
う
な
こ
れ
に
類
し
た
例
が
二
、
三
示
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
文
献
で
は
、
ま
ず
、
あ
ま
り
見
か
け
な
い
現
象
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

一方、
゜
{
ノ

風
の
前
の
と
も
し
火

（
組
）
。

後
く
ツ
て
お
ツ
こ
ろ
ば
す
〔
い
と
よ
り
〕

て
ん
く
わ
う

こ
れ
と
は
逆
に
促
音
相
当
の
部
分
を
撥
音
と
同
じ
「
ん
」
で
表
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

゜

鳥
せ
ん
き
や
う
（
説
教
）
〔
目
録
〕

゜
ゑ
ん
さ
い
（
悦
哉
）
〔
鳥
説
教
〕

゜
へ
む
し
ゅ
（
別
思
）
〔
雁
か
り
が
ね
〕

゜
か
む
き
め
（
餞
鬼
め
）
〔
ぎ
し
や
く
〕

゜

つ
ね
の
水
か
き
さ
む
ー
＼
と
し
〔
う
ち
み
〕

゜
し
む
と
り

l
¥
〔
右
同
〕

お
ん
て
（
負
）
〔
恋
の
お
ふ
ぢ
〕
〔
木
こ
り
歌
〕
〔
米
か
り
〕
〔
墨
つ
け
〕

゜

我
歌
道
を
よ
く
し
ん
た
と
ゆ
ふ
（
知
）
〔
き
ん
み
つ
〕

゜

ば
う
ず
い
ろ
は
斗
し
ん
た
（
知
）
〔
京
金
〕

゜

た
ま
わ
ん
て
（
賜
）
〔
か
う
や
く
ね
り
〕

朝
露

（
芙
蓉
）
（
壱
゜

石
の
火
ふ
ゆ
ふ
の
水
に
う
カ
ッ
て
あ
さ
か
ほ
の
日
影
を
ま
た
す
〔
な
る
こ
や
る
こ
〕
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『
天
正
本
』
が
も
っ
て
い
る
撥
音
「
ん
」
促
音
「
ツ
」

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

え
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
の
表
記
の
混
乱
の
意
味
を
す
こ
し
ば
か
り
考

こ
の
「
ん
」
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
同
時
に
「
ツ
」
で
も
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
「
し
む
と
り

l
¥
」
に
対
し
て

「
し
ッ
と
り

l
¥」
、
「
た
ま
わ
ん
て
」
に
「
た
ま
わ
ツ
て
」
、
「
せ
ん
き
や
う
（
説
教
）
」
に
「
せ
ツ
き
や
う
」
が
あ
る
。
ま
た
、
撥
音
相
当

の
部
分
を
「
ツ
」
で
表
記
し
た
「
ベ
ツ
さ
ひ
天
（
弁
財
）
」
に
は
、
同
時
に
「
へ
ん
さ
ひ
天
」
「
へ
む
さ
ひ
天
」
も
あ
る
。

要
す
る
に
『
天
正
本
』
で
は
、
撥
音
「
ん
」
促
音
「
ツ
」
の
間
で
表
記
が
相
互
に
錯
綜
し
て
、
あ
る
意
味
で
収
拾
の
つ
か
な
い
状
態
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

撥
音
と
促
音
の
表
記
が
明
確
に
わ
か
れ
ず
、
両
者
を
同
一
の
形
で
表
わ
す
こ
と
は
、
平
安
・
院
政
期
ご
ろ
を
中
心
と
し
て
以
前
に
も
し

ば
し
ば
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
撥
音
・
促
音
を
と
も
に
零
表
記
に
す
る
と
か
、
区
別
な
く
ど
ち
ら
も
「
ん
」
で

表
記
す
る
と
い
う
よ
う
に
表
記
の
未
成
熟
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
音
韻
の
問
題
で

も
あ
る
が
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、

い
ま
は
特
に
表
記
に
つ
い
て
い
う
）
こ
れ
に
対
し
て
『
天
正
本
』
の
場
合
は
、
撥
音
「
ん
」
促
音
「
ツ
」
と
い
う
表
記
法
が

申
し
ぶ
ん
な
い
形
で
備
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
上
で
の
表
記
の
錯
乱
な
の
で
あ
る
。

特
に
促
音
の
表
記
は
、
平
仮
名
文
の
中
で
カ
タ
カ
ナ
に
も
似
た
「
ツ
」
と
い
う
特
別
の
字
体
で
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
現
在
の
小
書
右

寄
せ
の
促
音
表
示
に
も
匹
敵
す
る
工
夫
さ
れ
た
表
記
法
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

促
音
・
撓
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

そ
の
点
が
前
代
の
表
記
と
大
き
く
異
っ
て
い
る
と
い
っ

と
い
う
表
記
法
は
、
表
記
の
方
法
と
し
て
は
相
当
に
す
す
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
記
法
は
、
漢
字
音
の
入
声
の
「
つ
」
表
記
を
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『
天
正
本
』
は
、

れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

う
こ
と
が
相
当
一
般
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
第
一
節
に
検
討
し
た
『
天
正
本
』
の
表
記
の
実
態
か
ら
み
る
と
、
こ
の
記
録
者
の
撥
音
や
促
音
に
つ
い
て
の
音
蹟
的
認
識
の

能
力
は
相
当
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

は
疑
わ
し
く
、
ま
し
て
、

幸
若
舞
、
狂
言
な
ど
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
菅
原
氏

(tu)
」
と
ま
ぎ
れ
や
す
く
な
り
、

そ
の
工
夫
が
な
さ
れ
る
前
後
に
は
、
開
音
節

t
u
と
促
音
が
と
も
に
同
じ
「
つ
」
の
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
と
い

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
安
定
的
に
「
つ
」
（
促
音
）

と
で
も
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

の
表
記
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

こ
う
い
う
中
か
ら
、
促
音
「
つ
」
表
記
を
踏
ま
え
た
表
記
の
工
夫
が
考
え
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
考
え
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
表
記
の
方
式
が
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
実
態
が
あ
ま
り
に
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
で
工
夫
さ
れ
た
表
記
の
方
式
を
こ
の
記
録
者
が
借
用
し
て
き
た
が
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

以
前
、
土
井
忠
生
氏
が
『
貴
理
師
端
往
来
』
な
る
も
の
に
、
促
音
と
開
音
節
の

tu
を
「
ツ
」
と
「
つ
」
で
書
き
わ
け
る
と
い
う
工
夫

(

3

)

 

の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
菅
原
範
夫
氏
は
、
大
蔵
流
の
虎
消
本
、
虎
明
本
な
ど
の
狂
言
台
本
に
も

同
様
の
工
夫
が
見
え
、

キ
リ
シ
タ
ン
資
料
等
々
、

そ
の
ほ
か
謡
曲
資
料
、
舞
の
本
、
『
天
神
之
御
本
地
』
の
よ
う
な
物
語
類
、
『
和
漠
通
用
集
』
の
よ
う
な
辞
書
類
、

(

4

)

 

か
な
り
広
い
範
囲
に
こ
の
方
式
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

世
阿
弥
自
筆
の
カ
タ
カ
ナ
文
献
に
、
入
声
音
、
促
音
が
小
文
字
の
ツ
で
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

が
な
資
料
に
見
ら
れ
る
字
体
に
よ
る
促
音
の
書
き
わ
け
が
や
は
り
謡
曲
資
料
、

は
、
謡
い
物
の
系
列
に
こ
の
よ
う
な
促
音
を
特
立
す
る
表
記
法
が
あ
り
、

そ
こ
を
中
心
に
定
着
、
拡
充
し
、

さ
ら
に
は
辞
書
、

ン
資
料
等
の
規
範
を
重
ん
じ
る
文
献
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
表
記
法
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

ひ
ら

キ
リ
シ
タ

そ
の
曲
内
容
の
記
述
の
し
か
た
な
ど
か
ら
専
門
の
狂
言
師
が
心
覚
え
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

が
、
職
務
が
ら
、
右
の
よ
う
な
表
記
法
を
ど
こ
か
で
習
得
す
る
機
会
が
あ
り
、

促
音
表
記
に
流
用
し
た
た
め
に
開
音
節
の
「
つ

そ
れ
を
自
分
の
記
録
に
も
と
り
入
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で

そ
れ
と
の
区
別
の
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
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の
よ
う
に
あ
り
、

ら
う
げ
ツ

一
例
だ
け
「
つ
」
で
表
記
さ
れ
た
「
ま
つ
だ
い
（
末
代
）
」
が
あ
る
と
い
う
。

「
ま
つ
だ
い
」
に
は
「
M
a
t
d
a
i
」
と
同
時
に
「
Matc;udai
」
が
あ
る
が
、
他
は
ひ
き
あ
て
ら
れ
る
か
ぎ
り
み
な
〔
ー
t〕
の
閉
音
節
表
記
に

促
音
・
揆
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

ら
せ
ツ
ぶ
ツ
だ

あ
ツ
さ
ツ
い
ち
も
ツ

と
の
こ
く
う
さ
う
へ
参
」

あ
る
い
は
伊
達

(

5

)

 

家
、
上
杉
家
な
ど
、
東
北
の
い
ず
こ
か
の
藩
に
つ
か
え
た
地
方
狂
言
師
の
記
録
し
た
本
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
た
。

こ
の
本
に
見
ら
れ
る
「
つ
き
鐘
づ
づ
み
（
鼓
）
」
「
つ
ら
ど
ぎ
（
面
研
）
」
〔
目
録
〕

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

そ
の
ほ
か
こ
の
文
献
に
は
、

い
わ
ゆ
る
東
国
的
現
象
と
目
さ
れ
て
い
る
言
語
的
特
徽
が
相
当
い
ろ
濃
く
現
わ
れ

(

6

)

 

て
い
て
、
東
国
で
成
立
し
た
文
献
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

当
面
の
「
ツ
」
表
記
に
し
て
も
、
菅
原
氏
の
検
証
さ
れ
た
文
献
と
若
干
異
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

菅
原
範
夫
氏
に
よ
る
と
、
促
音
を
「
ツ
」
で
あ
ら
わ
す
先
掲
の
文
献
に
は
、
入
声
音
を
「
ツ
」
で
表
記
し
た
例
が
同
時
に
見
え
る
の
が

普
通
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
広
島
大
学
蔵
の
舞
の
本
『
あ
つ
も
り
』
に
は

こ
ツ
（
骨
）

の
よ
う
に
、

じ

ひ

ツ

せ

き

じ

ツ

そ

せ

ツ

と

そ

ツ

に

う

め

ツ

ね

ん

ぶ

ツ

は

ん

じ

ツ

ゆ

い

も

ッ

「
大
こ
く
」

表
章
氏
は
、
こ
の
文
献
が
東
北
地
方
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
大
蔵
流
、
鷺
流
の
「
大
黒
連
歌
」
と
い
う
曲
で
は
、
比
叡
山
三
面

の
大
黒
天
に
参
詣
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
『
天
正
本
』
の
そ
れ
に
あ
た
る

福
島
県
柳
津
町
円
蔵
寺
の
虚
空
蔵
菩
薩
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
天
正
本
』
は
、

は
な
い
か
と
思
う
。

の
よ
う
な
不
審
な
濁
点
は
、

京
都
な
ど
の
中
央
の
狂
言
師
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
想
定
を
う
ら
付
け

こ
れ
を
『
日
葡
辞
書
』
で
た
し
か
め
る
と

と
い
う
曲
で
は
「
三
人
出
て
、

や
な
い

東
北
地
方
な
ど
の
地
方
の
狂
言
師
の
記
録
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『
天
正
本
』
の

の
入
声
は
、
促
音
と
の
音
声
的
類
似
を
も
た
な
い
開
音
節
化
し
た
「
徒

(tu)
」
に
な
り
お
お
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
天
正
本
』
は
、
ま
た
、
促
音
を
「
ん
」
で
も
表
記
す
る
が
、
「
せ
ん
き
や
う
（
説
教
）
」
「
ゑ
ん
さ
い
（
悦
哉
）
」
「
へ
む
し
ゅ
（
別
思
）
」

(

7

)

 

な
ど
の
例
は
あ
っ
て
も
、
語
末
の
入
声
音
を
「
ん
」
で
表
記
し
た
よ
う
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
天
正
本
』
中
の
入
声
音
の
「
徒
」
表
記
を
た
ま
た
ま
語
棠
的
特
例
が
集
中
し
た
と
す
る
の
は
、
『
日
葡
辞
書
』
と
の
ひ
き
あ
て
か
ら
み

て
い
る
。

「
ツ
」
表
記
が
か
な
り
厳
密
に
促
音
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
、

参
考
ま
で
に
下
に
『
日
葡
辞
書
』
の
語
形
を
示
し
て
お
い
た
が
、

ぼ
さ
徒
（
菩
薩
）

び
ん
は
徒
（
饗
髪
）

つ
い
ば
徒
（
追
罰
）

と
こ
ろ
が
『
天
正
本
』
の
入
声
表
記
を
み
る
と
、
「
く
わ
ツ
け
い
（
活
計
）
」
「
せ
ツ
し
や
う
（
殺
生
）
」
の
よ
う
に
促
音
化
の
予
想
さ
れ

る
も
の
を
除
く
と
、
次
の
よ
う
に
す
べ
て
「
徒
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
ひ
さ
徒
（
挨
拶
）

お
ツ
み
徒
（
隠
密
）

せ
ひ
さ
徒
（
制
札
）

Bosat. 

T
9
u
i
b
a
t
.
 

Binpat. 

あ
は
ふ
ら
せ
徒
（
阿
傍
羅
刹
）

な
っ
て
い
る
と
い
う
。

X
e
i
s
a
t
.
 

Vonrnit. 

Aisat. 

A
f
o
r
a
x
e
t
.
 

〔ーt
〕
の
形
で
示
さ
れ

そ
れ
か
ら
す
る
と
『
天
正
本
』

『
日
葡
辞
書
』
で
は
す
べ
て
開
音
節
化
し
な
い
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て
も
無
理
な
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
菅
原
氏
の
検
証
さ
れ
た
諸
文
献
と
は
や
は
り
基
本
的
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
異
っ
て
い
る
と
み
る
し
か

ロ
ド
リ
ゲ
ス
大
文
典
に

II詰
字
I
I
(
T
名
m
e
j
i
)

と
呼
ぶ
。

と
書
く
」
（
土
井
訳
231
ペ）

声
ー
t

の
存
在
を
支
持
し
て
お
り
、
菅
原
氏
の
検
証
さ
れ
た
「
ツ
」
表
記
を
も
つ
文
献
も
こ
れ
に
よ
く
合
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
中
央
語
系
の
文
献
と
は
性
格
が
異
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

こ
の
点
か
ら
み
て
も
『
天
正
本
』
は
、

(

8

)

 

と
思
う
。

さ
て
、
以
上
、
『
天
正
本
』
の
す
ぐ
れ
た
表
記
の
方
式
と
実
態
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
を
め
ぐ
っ
て
、
（
促
音
「
ツ
」
表
記
そ
の
も
の

は
他
か
ら
借
用
し
た
、
皿
『
天
正
本
』
の
言
語
は
中
央
語
系
で
は
な
く
、
東
北
地
方
な
ど
の
方
言
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う

そ
れ
で
は
『
天
正
本
』
の
言
語
が
東
北
地
方
な
ど
の
方
言
で
あ
っ
た
ら
、

す
こ
と
に
な
る
の
か
。

そ
の
す
ぐ
れ
た
表
記
方
式
の
ね
ら
い
ど
お
り
の
効
果
を
は
た
す
よ
り
以
前
に
、
『
天
正
本
』
が

撥
音
と
の
書
き
わ
け
に
難
渋
す
る
結
果
に
終
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
現
在
の
方
言
に
見
ら
れ
る
音
節
構
造
の
地
方
的
差
異
の
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
語
諸
方
言
の
中
に
は
、
促
音
や
撥
音
、
長
音
な
ど
を
東
京
方
言
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
上
の
―
つ
の
単
位
と
し
て
か
ぞ
え
た
て

し
な
い
方
言
が
あ
る
。
金
田
一
春
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
、
柴
田
武
氏
が
シ
ラ
ビ
ー
ム
と
名
づ
け
ら
れ
た
音
節
構
造
を
も
つ
方
言
で
、
東
北
、

(

9

)

 

北
陸
、
出
雲
、
九
州
南
部
、
沖
縄
な
ど
、
主
と
し
て
日
本
の
南
北
の
辺
境
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
方
言
で
は
、
促
音
や
撥
音
は
上
の
音
と
合

し
て
―
つ
の
音
節
の
部
分
（
末
音
）
を
形
成
す
る
だ
け
で
、

促
音
・
揆
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

い
い
か
え
れ
ば
、

こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
線
で
検
討
し
て
き
た
。

と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
記
述
が
あ
る
。

II
つ
I
I
(
T
名）G

u
a
t
と
書
く
べ
き
を

IIぐ
わ
っ
I
I
(
G
u
a
t
9
u
)

他
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
や
證
曲
・
平
曲
な
ど
の
伝
承
も
中
世
末
の
入

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
撥
音
、
促
音
の
表
記
の
動
揺
を
き
た

そ
れ
自
身
―
つ
の
独
立
し
た
単
位
と
し
て
き
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で

「
あ
る
綴
字
で

T
に
終
る
も
の
は
、

日
本
で
は

さ
う
し
て

T
そ
の
も
の
も
写
す
文
字
が
な
い
の
で
、

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

の
綴
字
に
当
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の

T
を
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
1
0
)
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
『
天
正
本
』
の
場
合
も
、

る
。
そ
の
た
め
に
、

ど
の
表
記
に
か
な
り
な
問
題
を
含
む
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
『
天
正
本
』
の

の
よ
う
な
表
記
の
動
揺
を
見
る
と
、

柴
田
武
氏
は
、
現
代
で
も
ま
だ
モ
ー
ラ
が
切
り
出
さ
れ
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
方
言
の
例
と
し
て
秋
田
方
言
を
あ
げ
て

の
〔
t

〕
は
時
間
的
に
ご
く
短
い
も
の
、
〔
t
o

:
 J
 

た
と
え
ば
、
秋
田
方
言
で
は
「
八
頭
身
だ
」
は
四
つ
の
部
分
に
し
か
切
れ
な
い
。
文
字
の
知
識
が
あ
ま
り
な
い
民
衆
は
「
八
頭
身
」
を

例
外
な
く
四
つ
に
切
る
。
東
京
で
は
考
え
も
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
秋
田
方
言
の
発
音
は
、
東
京
方
言
と
違
っ
て
、
〔
h
a
t
〕

の
部
分
も
聞
き
の
が
し
そ
う
に
短
い
長
音
、
〔
S
i
n

〕
〔
巳
も
母
音
が
鼻
に

か
か
っ
た
程
度
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
仮
名
で
写
す
な
ら
ば
、
「
ハ
ト
シ
」

の
発
音
で
あ
る
。

せ
ゾ
き
や
う
（
説
教
）

せ
刈
き
や
う

べ
ん
ざ
い
天
（
弁
財
天
）

ベ
切
ざ
ひ
天

こ
の
方
言
の
地
域
内
に
住
む
十
分
な
教
育
を
う
け
て
い
な
い
人
の
書
い
た
も
の
の
中
に
は
、
促
音
や
撥
音
、
長
音
な

〔
竹
生
嶋
ま
ふ
で
〕

〔
鳥
説
教
〕

こ
の
場
合
も
促
音
や
撥
音
が
な
か
な
か
捉
え
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

の
〔
こ

と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
ほ
ど
の
、

撥
音
や
促
音
が
シ
ラ
ブ
ル
の
末
音
と
し
て
非
独
立
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に

加
え
て
、
右
の
秋
田
方
言
の
よ
う
に
き
わ
め
て
不
十
分
な
か
た
ち
で
し
か
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

い
わ
ば
寸
づ
ま
り
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『
天
正
本
』
の
撥
音
、
促
音
表
記
の
錯
乱
に
つ
い
て
、
遠
藤
邦
基
氏
は
、
『
天
正
本
』
が
「
晴
」
な
ら
ぬ
「
褻
」
の
文
献
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
ら
れ
て
、
「
要
は
、
中
央
語
の
『
晴
』
の
文
献
で
は
す
で
に
表
記
の
固
定
が
完
了
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
あ
っ
て
も
、

的
な
現
象
で
あ
り
、
仮
名
づ
か
い
意
識
や
何
ら
の
規
範
意
識
を
も
持
た
な
い
階
層
の
人
達
の
残
し
た
文
献
な
ど
に
は
、
中
世
末
期
に
も
ま

(

1

1

)

 

だ
ま
だ
多
く
の
異
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
促
音
、
撥
音
の
表
記
の
固
定
化
の
す
す
ん
だ

「
晴
」
の
文
献
、
『
天
正
本
』
の
よ
う
な
表
記
の
動
揺
の
見
ら
れ
る
文
献
、
と
も
に
中
世
末
頃
の
表
記
の
一
面
を
示
し
て
お
り
、
両
者
を
分

か
っ
て
い
る
の
は
「
規
範
意
識
」
の
有
無
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
言
語
そ
の
も
の
よ
り
表
記
の
あ
り
か
た
の
ち
が
い
を
強
調
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
『
天
正
本
』
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
「
仮
名
づ
か
い
意
識
や
何
ら
の
規
範
意
識
を
も
持
た
な
い
階
層
の
人
達

用
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
右
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

『
天
正
本
』
の
撥
音
、

ム
的
に
実
現
し
て
い
た
こ
と
、

そ
れ
も
か
な
り
不
完
全
な
実
現
の
さ
れ
方
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
求
め
た
。
す
な
わ

ち
、
『
天
正
本
』
の
こ
ろ
促
音
や
撓
音
の
あ
り
か
た
が
、
中
央
語
と
一
部
の
地
方
語
と
で
は
、

し
か
し
、
促
音
や
撥
音
は
、
中
世
末
・
近
世
初
期
ご
ろ
の
中
央
語
に
お
い
て
も
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
音
韻
的
に
独
立
し
た
単
位
に
な
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
シ
ラ
ビ
ー
ム
的
な
性
格
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
従
来
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う

促
音
・
撓
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

促
音
の
表
記
に
著
し
い
混
乱
が
見
え
る
こ
と
の
理
由
を
先
に
は
、

す
で
に
相
当
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の

背
景
に
あ
る
も
の
の
方
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
意
図
を
十
分
に
ま
っ
と
う
し
得
な
か
っ
た

撥
音
、
促
音
が
音
節
末
音
と
し
て
シ
ラ
ビ
ー

の
残
し
た
文
献
」
と
は
た
し
て
言
え
る
か
ど
う
か
、
「
ツ
」

と
い
う
字
体
に
よ
る
、

当
時
と
し
て
は
む
し
ろ
す
す
ん
だ
促
音
書
き
わ
け
の

そ
れ
は
表
面
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中
央
語
で
も
地
方
語
で
も
促
音
や
撥
音
の
あ
り
か
た
は
本
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
変

わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
天
正
本
』
の
場
合
だ
け
を
と
り
た
て
て
特
異
な
も
の
の
よ
う
に
述
べ
る

の
は
事
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
が
出
て
来
そ
う
で
あ
る
。

事
実
、
促
音
（
入
声
ー
語
末
の
促
音
を
含
む
）

の
場
合
、
中
世
末
・
近
世
初
期
ご
ろ
で
も
ま
だ
音
節
末
音
的
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

①
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
記
述
（
ロ
ー
マ
字
綴
り
、
及
び
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
の
記
述
）
②
謡
曲
・
平
曲
な
ど
の
ノ
ム
・
フ
ク
ム
等
の

伝
承
③
謡
曲
資
料
な
ど
に
見
ら
れ
る
特
別
な
仮
名
表
記
④
連
声
の
現
象
、
そ
の
他
に
よ
っ
て
お
よ
そ
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
撥
音
の
場
合
、
促
音
の
よ
う
に
や
は
り
非
独
立
的
な
音
節
末
音
的
位
置
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
や

や
考
慮
の
余
地
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
世
末
・
近
世
初
期
頃
の
撥
音
の
音
韻
的
位
置
を
考
え
る
上
で
検
討
を
要
す
る
も
の
に
ナ
行
連
声
の
現
象
が
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
近
世
初
期
ご
ろ
音
韻
論
的
事
実
か
ら
語
彙
的
な
現
象
に
転
じ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
撥
音
の
音
韻
的
性
格

(
1
2
)

（

13) 

の
変
容
を
指
摘
す
る
説
と
撥
音
の
音
価
の
変
容
を
指
摘
す
る
説
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
撥
音
が
音
節
末
音
と
し
て
の
シ
ラ
ビ
ー
ム
的
位
置

か
ら
拍
音
と
し
て
一
個
独
立
し
た
音
韻
に
変
化
し
た
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
中
世
期
、
撥
音
は
〔
n〕
と
い
う
舌

音
で
あ
っ
た
が
、
近
世
初
期
に
舌
音
性
を
失
っ
て
、
そ
の
た
め
に
連
声
現
象
が
消
滅
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

前
者
の
解
釈
は
、
本
稿
の
課
題
に
そ
の
ま
ま
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
撥
音
の
拍
音
化
と
い
う
こ
と
は
、
中
央
語
の
場
合

も
っ
と
遡
っ
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

詳
細
は
、
別
稿
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
本
語
の
撥
音
は
、
大
ま
か
に
は
次
の
様
な
段
階
を
経
て
展
開
し
て
き
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

〔
古
代
的
撥
音
〕
…
…
…
…
…
ン

〔
中
世
的
撥
音
〕
…
…
…
…
…
…
…
ン

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

~ 

~ ム

ウ

Cゴ

m
ウ

『
天
正
本
』
の
頃
に
は
、

c.!:j 

音
節
末
音
（
部
分
）
、
文
字
ど
お
り
の
韻
尾

指
定
音
価
、
し
か
し
、
独
立
的
（
拍
音
的
）
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（
或
は

〔
近
代
的
撥
音
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ン

音
価
無
指
定
、
モ
ー
ラ
（
拍
音
）

こ
の
う
ち
中
世
的
撥
音
は
、
バ
・
マ
行
四
段
動
詞
の
音
便
、
唐
音
資
料
の
写
音
、
擬
声
語
・
擬
態
語
の
表
記
な
ど
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る

も
の
で
、
ウ
と
記
さ
れ
る
も
の
と
ン
と
写
さ
れ
る
も
の
と
が
二
項
対
立
の
離
散
的
（
独
立
的
）
単
位
と
し
て
中
世
の
撥
音
を
形
成
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
ま
で
待
た
な
く
て
も
、
撥
音
は
か
な
り
早
い
時
期
に
独

立
の
単
位
と
し
て
切
り
だ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
撥
音
の
音
韻
的
独
立
、
音
節
構
造

の
変
容
と
連
声
現
象
の
消
滅
（
江
戸
時
代
以
降
）
を
結
び
つ
け
る
の
は
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

中
世
の
撥
音
ン
の
音
価
が
〔
n〕

こ
れ
に
対
し
て
、
連
声
現
象
の
消
滅
を
撥
音
音
価
の
変
化
と
関
係
づ
け
る
考
え
方
は
、
十
分
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
か
け
て
、
禅
宗
と
と
も
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
「
古
臨
済
曹
洞
系
唐
音
」
の
喉
内
韻
尾
の
仮
名
表
記

に
は
―
つ
の
傾
向
性
が
み
ら
れ
る
。
通
摂
の
仮
名
表
記
は
資
料
に
よ
っ
て
や
や
分
明
さ
を
欠
く
が
、

江
摂
、
宕
摂
…
•
•
•
ウ

梗
摂
、
曽
摂
…
…
ン

と
い
う
傾
向
は
相
当
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
有
坂
秀
世
氏
は
、
輸
入
当
時
の
中
国
原
音
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と

し
て
「
古
臨
済
曹
洞
系
唐
音
の
韻
尾
ウ
は
、

原
音
の
韻
尾
〔
n
〕

梗
、
曽
摂

n
g
の

そ
の
支
那
原
音
の
韻
尾
〔
〇
〕
を
反
映
し
、
古
臨
済
曹
洞
系
暦
音
の
韻
尾
ン
は
、

(
1
4
)
 

〔7
〕
9
)

を
反
映
し
て
ゐ
る
」
も
の
と
さ
れ
た
。

に

n
と

n
g
の
通
押
現
象
が
見
え
、

そ
の

n
g
が
す
べ
て
梗
、
曽
摂
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
現
代
呉
語
方
言
に
見
ら
れ
る

(

1

5

)

 

n
化
が
宋
代
ご
ろ
に
さ
か
の
ぽ
る
可
能
性
を
示
し
て
有
坂
説
を
補
強
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
有
坂
、
奥
村
説
に

促
音
・
挽
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

Z
 

奥
村
三
雄
氏
は
、
南
宋
の
詞
人
王
祈
孫
の
花
外
集
そ
の
他

そ
の
支
那
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に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
天
正
本
』
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、

早
く
か
ら
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
音
価
の
変
化
（
中
世
的
撥
音
か
ら
近
代
的
撥
音
へ
の
変
化
に
伴
う
）
と
連
声
現
象
の
消
滅
と
は
音
声
的
に
も
関
連
が
た
ど
り
や
す

(
1
6
)
 

い
だ
け
で
な
く
、
時
期
的
に
も
実
際
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

促
音
に
つ
い
て
は
、
中
世
末
・
近
世
初
期
頃
で
も
な
お
非
独
立
的
、
音
節
末
音
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
疑
い
が
強
い
が
、
撥
音
に
つ

い
て
は
、
早
い
時
期
に
中
央
語
で
は
独
立
し
た
単
位
に
な
り
お
お
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
相
関
性
の
高
い
促

音
と
撥
音
の
、
少
な
く
と
も
一
方
の
音
が
確
固
と
し
た
音
韻
的
位
置
を
占
め
得
て
い
た
た
め
に
、
中
央
語
で
は
、
両
者
の
混
乱
を
比
較
的

中
央
語
資
料
の
場
合
、
中
世
末
・
近
世
初
期
頃
ま
れ
に
促
音
を
「
ん
」
と
表
記
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
ま
ず
、
促
音
「
つ
」
撥

沿）

音
「
ん
」
の
固
定
的
表
記
の
大
勢
の
中
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
し
謡
曲
、
狂
言
な
ど
の
促
音
「
ツ
」
表
記
も
そ
の
よ
う
な
表
記
の
一
般

的
趨
勢
の
な
か
で
考
え
出
さ
れ
た
―
つ
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
天
正
本
』
の
場
合
、

促
音
も
撥
音
も
と
も
に
単
位
的
に
未
分
化
で
、

ま、
1
ー

と

や
は
り
相
当
な
開
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

中
世
の
撥
音
の
音
価
が
舌
音
〔
n〕

音
は
、
〔
I

〕

現
代
語
の
撥
音
は
、

（
ア
ン
イ
・
安
易
、

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
〔
i

〕

こ
れ
に
対
し
て
、

中
世
末
・
近
世
初
期
頃
、
方
言
に
よ
っ
て
促
音
や
撥
音
の
あ
り
か

〔

i〕

の
よ
う
な
、
明
ら
か
な
舌
の
動
き
を
伴
わ
な
い
現
代
語
の
撥
音

口
の
形
や
舌
の
位
置
は
厳
密
に
問
わ
な
い
。
直
後
に
音
を
従
え
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
語

末
の
場
合
で
も
、
現
代
語
の
撥
音
は
自
然
な
形
で
ス
ム
ー
ズ
に
明
瞭
な
鼻
音
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
主
義
に
よ
っ
て
い
る
。
連
声

現
象
は
、
母
音
音
節
の
前
に
撥
音
が
位
置
し
た
と
き
に
お
こ
る
の
で
あ
る
が
、
現
代
語
の
場
合
、
母
音
音
節
の
前
に
位
置
し
た
と
き
の
撥

シ
ン
エ
ン
・
神
苑
）
、
〔
竺
〕

（
カ
ン
オ
ン
・
漠
音
、
テ
ン
ウ
ン
・
天
運
、

ケ
ン
ア
ク
・
険
悪
）

の
よ
う
な

そ
の
た
め
に
両
者
の
弁
別
が
し
ば
し
ば
曖
昧

よ
る
と
、
鎌
倉
時
代
ご
ろ
の
日
本
語
の
撥
音
は
、
〔
g
〕
よ
り
〔
n〕
に
近
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

44 



(10) 

(11) 

(12) 
蔵
野
嗣
久
「
国
語
資
料
と
し
て
の
天
正
狂
言
本
に
つ
い
て
ー
音
韻
表
記
の
特
徴
を
中
心
と
し
て
ー
」
安
田
女
子
大
、
国
語
国
文
論
集
3
、
昭
和
47

.
6
 

同
「
国
語
資
料
と
し
て
の
天
正
狂
言
本
に
つ
い
て
ー
続
・
音
韻
表
記
の
特
徴
ー
」
右
同
昭
4
8
.
6

蜂
谷
清
人
「
天
正
狂
言
本
に
お
け
る
語
法
の
一
考
察
—
東
国
語
的
特
徴
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
ー
」
共
立
女
子
大
学
紀
要
1
7昭
4
6
.
5な
ど
。

(
2
)

蔵
野
嗣
久
「
天
正
狂
言
本
の
『
つ
』
の
仮
名
に
つ
い
て
」
安
田
女
子
大
学
紀
要
3

昭
4
8
.
1
0

天
正
本
の
〈
つ
〉
の
異
体
の
仮
名
に
興
味
を
示
さ
れ
た
が
、
古
川
久
編
「
狂
言
古
本
二
種
」
（
わ
ん
や
書
店
刊
）
付
載
の
複
写
十
数
葉
で
は
つ
か

い
わ
け
不
明
と
し
て
断
念
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

土
井
忠
生
『
吉
利
支
丹
文
献
考
』

318
。ヘ

(
4
)
菅
原
範
夫
「
室
町
時
代
の
平
仮
名
資
料
に
見
ら
れ
る
一
表
記
法
—
入
声
音
・
促
音
表
記
を
中
心
と
し
て
ー
」
国
文
学
孜

6
5
昭
4
9

(
5
)

表
章
「
解
説
（
天
正
狂
言
本
）
」
日
本
古
典
全
書
『
狂
言
集
下
』
昭
31

(
6
)

蜂
谷
清
人
注
1
論
文
参
照
。
な
お
拙
稿
に
「
東
国
文
献
と
言
語
指
標
ー
『
天
正
狂
言
本
』
に
お
け
る
「
借
り
る
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
北
九
州
大
学

文
学
部
紀
要
7

昭
4
6
.
1
2

(
7
)

『
天
正
本
』
「
恋
の
お
ふ
ぢ
」
の
「
き
ふ
く
ツ
」
を
「
窮
屈
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
点
か
ら
も
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

(
8
)

『
三
河
物
語
』
に
は
、
「
御
バ
ッ
ト
（
御
罰
を
）
」
の
よ
う
な
連
声
が
あ
り
、
東
国
方
言
で
、
入
声
音
の
開
音
節
化
が
中
央
語
よ
り
早
か
っ
た
か
ど

う
か
は
、
な
お
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

金
田
一
春
彦
「
音
韻
」
『
日
本
方
言
学
』
昭
29

柴
田
武
「
音
韻
」
『
方
言
学
概
説
』
昭
37

柴
田
武
「
日
本
語
リ
ズ
ム
の
地
域
差
」
『
方
言
の
世
界
』
昭
53

遠
藤
邦
基
「
促
音
表
記
固
定
の
背
景
、
な
ぜ
「
ツ
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
」
岐
阜
大
国
語
国
文
学
11

浜
田
敦
「
音
韻
史
」
『
日
本
語
の
史
的
研
究
』
昭
59
な
ど
。
柳
田
征
司
『
室
町
時
代
の
国
語
』
昭
60

(
1
)
 

促
音
・
揆
音
の
表
記
の
動
揺
（
迫
野
）

〈
注
〉

た
が
す
で
に
同
じ
で
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
す
貴
重
な
文
献
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

昭
5
0
.
2
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
奥
村
三
雄
「
連
声
」
『
国
語
学
大
辞
典
』
昭
5
2

有
坂
秀
世
「
諷
経
の
唐
音
に
反
映
し
た
鎌
倉
時
代
の
音
韻
状
態
」
『
国
語
音
韻
史
の
研
究
』
昭
3
2

奥
村
三
雄
「
撥
音
ン
の
性
格
ー
表
記
と
音
価
の
問
題
ー
」
国
語
学
23

昭
3
0
.
1
2

最
近
、
方
言
の
方
か
ら
も
、
撥
音
と
連
声
と
の
関
係
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。
崎
村
弘
文
「
連
声
小
考
」
文
献
探
究
18

吉
川
泰
雄
「
促
音
表
記
の
「
ん
』
」
『
近
代
語
誌
」
昭
5
2

猿
田
知
之
「
促
音
表
記
『
ん
」
に
つ
い
て
ー
中
世
文
書
を
中
心
と
し
て
ー
」
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
大
紀
要
16

昭
53

な
ど
を
参
照
。

昭
61
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