
論
文

白
洲
正
子
の
能
楽
論
|
日
本
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し

は
じ
め
に

白
洲
正
子
が
は
じ
め
で
出
会
っ
た
日
本
文
化
が
、
お
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
武
家
の
文
化
を
濃
厚
に
残
す
樺
山
公
爵
家
に
生
ま
れ
た
正
子
に

と
っ
て
、

お
能
は
生
活
の
一
部
だ
っ
た
。
父
の
愛
輔
も
母
の
常
子
も
梅
若
賓
の
弟

子
と
し
て
、
能
楽
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
。

正
子
が
は
じ
め
て
上
梓
し
た
著
書
も
、
『
お
能
』

(l) 

で
あ
っ
た
。
以
後
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
、
正
子
は
能
に
関
す
る
著
作
を
執
筆
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
『
梅
若

(

2

)

(

3

)

(

4

)

(

5

)

 

賓
聞
書
』
、
『
お
能
の
見
方
』
、
『
能
面
』
、
『
花
と
幽
玄
の
世
界
i
世
阿
弥
』
、
「
謡
曲

(

6

)

(

7

)

(

8

)

 

平
家
物
語
紀
行
』
上
・
下
、
『
世
阿
弥
を
歩
く
』
、
『
魂
の
叫
び
|
能
物
語
』
な
ど

白i:lll正子の能楽論

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
部
分
的
に
能
楽
に
言
及
し
て
い
る
著
作
も
ま

た
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
し
ま
う
と
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
著
書

が
そ
れ
に
該
当
し
て
し
ま
う
。
巡
礼
や
神
仏
習
合
、
そ
し
て
西
行
や
明
恵
な
ど
な

ど
、
正
子
が
メ
イ
ン
・
テ
!
マ
と
し
た
題
材
の
す
べ
て
が
、
正
子
の
能
楽
へ
の
深

野

村

幸

w
h
H
 

由民

い
関
心
・
造
詣
が
母
胎
と
な
っ
て
い
る
、

と
、
一
言
っ
て
も
よ
い
。
お
能
へ
の
興
味

や
関
心
が
放
射
状
に
広
が
っ
て
い
く
形
で
、
そ
の
最
終
形
と
し
て
、
白
洲
正
子
の

日
本
文
化
批
評
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

さ
て
、
正
子
と
お
能
と
の
出
会
い
は
彼
女
が
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た

(9) 

り
の
事
情
は
『
白
洲
正
子
自
伝
』
に
詳
し
い
。
四
歳
の
時
、
幼
稚
園
の
岡
市
り
に
靖
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国
神
社
の
奉
納
能
を
見
に
行
っ
た
の
が
、
正
子
と
お
能
と
の
は
じ
め
て
の
出
会
い

で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
演
目
は
「
狸
々
」
で
、
観
て
い
る
内
に
そ
の
気
が
な
い
の

に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
き
、

ふ
わ
ふ
わ
し
た
気
分
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

正
子
は
こ
の
時
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

お
能
に
夢
中
に
な
っ
て
い
く
。

最
初
の
二
、
コ
一
年
は
当
時
の
梅
若
六
郎
の
弟
子
で
あ
っ
た
女
性
に
習
っ
て
い
た
が
、

小
学
校
に
入
り
、
六
郎
の
弟
子
と
し
て
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
二
歳
に

た
か
し

な
る
と
、
六
郎
の
息
子
、
亀
之
に
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。

四

歳
の
時
、
そ
れ
ま
で
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
能
舞
台
に
女
性
と
し
て
は
じ
め
て
立
ち

(
演
目
は
「
土
蜘
」
)
、
昭
和
三
一
五
年
に
は
免
許
皆
伝
を
授
か
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期

か
ら
、
演
じ
手
と
し
て
は
お
能
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
執
筆
活
動



に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
お
能
を
テ
l
マ
に
し
た
文
章
を
次
々
と
発
表
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
終
生
、
正
子
に
と
っ
て
、

お
能
は
、
日
本
文
化
を
理
解
し
て
い
く

た
め
の
導
き
の
糸
で
あ
り
、
そ
の
執
筆
活
動
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
。

折
口
信
夫
と
の
交
差

さ
て
、
白
洲
正
子
の
能
楽
論
を
通
読
し
た
時
、
分
析
の
方
法
、
あ
る
い
は
、

ブ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
し
て
民
俗
学
の
手
法
が
繰
り
返
し
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
れ
以
外
の
方
法
、
た
と
え
ば
、
藤
原
定
家
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
宮

廷
文
化
と
お
能
と
の
接
点
が
語
ら
れ
る
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
分
量
や

熱
意
、
そ
し
て
そ
の
後
の
正
子
の
軌
跡
か
ら
見
て
、
彼
女
の
能
楽
批
評
は
民
俗
学

に
傾
斜
す
る
形
で
そ
の
立
脚
点
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、

と
、
一
言
口
っ
て
よ
い
。

正
子
の
能
楽
論
の
中
で
、
民
俗
学
へ
の
言
及
が
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、

昭
和
三
三
年
六
月
、
東
京
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
お
能
の
見
方
』

で
あ
る
。

彼
女
に
と
っ
て
は
三
一
冊
目
の
能
楽
論
で
あ
る
。
刊
行
の
時
期
か
ら
も
、
正
子
は
か

な
り
早
い
段
階
か
ら
、
民
俗
学
を
手
が
か
り
に
し
て
お
能
を
理
解
し
て
い
こ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
書
に
お
い
て
、
民
俗
学
を
利
用
し
て
分
析
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
「
翁
」
と

呼
ば
れ
る
お
能
に
言
及
す
る
下
り
で
あ
る
。
お
能
に
は
一
般
的
に
シ
テ
と
ワ
キ
と

よ
ば
れ
る
二
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
シ
テ
は
漢
字
で
は
、
「
仕
手
L

あ
る
い
は

「
為
手
」
と
表
記
し
、
主
役
を
意
味
す
る
。
ワ
キ
は
「
脇
」
で
あ
り
、
文
字
通
り

脇
役
を
指
す
。
正
子
は
こ
の
ワ
キ
が
、
も
っ
と
も
古
い
演
目
と
言
わ
れ
る
「
翁
」

に
登
場
し
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。

お
能
の
な
か
で
一
番
古
い
曲
に
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
加
え
ら
れ

た
と
見
て
差
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
が
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
見
え
ざ
る
相
手

は
常
に
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
招
か
れ
た
客
と
し
て
の
神
様

だ
っ
た
は
ず
で
す
。
シ
テ
は
、
こ
の
対
象
を
日
あ
て
に
い
つ
も
舞
っ
て
い
た
。

そ
し
て
見
物
も
満
足
し
て
い
た
の
が
、
次
第
に
そ
れ
で
は
物
足
り
な
く
な
っ

て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
秘
密
の
ド
ラ
マ
を
、
こ
の
目
で
見
た
い
と
欲
す
る
に

ア

至
っ
た
。
|
!
と
ま
あ
こ
れ
は
私
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
で

あ
ら
た
に
シ
テ
の
相
手
役
と
し
て
の
ワ
キ
が
工
夫
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
す
。
/
だ
か
ら
お
能
の
ワ
キ
は
、
芝
居
の
い
わ
ゆ
る
脇
役
と
違
っ
て
、

後
か
ら
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
実
際
に
は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
た

「
ま
れ
び
と
」
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
見
物
人
の
代
表
者
で
も
あ
る
、

と

い
う
二
重
構
造
の
役
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
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(
『
お
能
の
見
方
』

こ
こ
で
正
子
は
最
古
の
演
目
に
視
点
を
定
め
、
も
と
も
と
シ
テ
し
か
い
な
か
っ

た
お
能
に
な
ぜ
ワ
キ
が
加
え
ら
れ
た
の
か
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
ま
れ
び
と
」
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
ま
れ
び
と
」
と
は
、
折
口
信
夫
が
、
日
本
に
、
(
広
義
の
意
味
)
で
の
文
学
が
発

生
す
る
起
源
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
折
口
の
『
古
代
研

(m) 
究
」
に
よ
れ
ば
、
「
ま
れ
」
と
は
、
「
最
小
の
度
数
の
出
現
又
は
訪
問
L

、
つ
ま
り
、

ど
く
ど
く
た
ま
に
訪
れ
る
、

と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ひ

と
L

と
は
単
に
人
間
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
神
ま
た
は
神
の
継
承
者
を
意
味
し

て
お
り
、
「
ま
れ
び
と
」
と
は
、
来
訪
す
る
神
、
あ
る
い
は
、
「
古
代
の
村
村
に
、



海
の
あ
な
た
か
ら
時
あ
っ
て
来
り
臨
ん
で
、
其
村
人
ど
も
の
生
活
を
幸
福
に
し
て

還
る
霊
物
」
を
意
味
し
て
い
る
。
折
口
は
「
ま
れ
び
と
」
の
概
念
を
つ
か
い
、

お

能
の
演
目
「
翁
」
を
素
材
と
し
て
、
芸
能
発
生
の
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
折
口
に
よ
れ
ば
、
シ
テ
で
あ
る
翁
そ
の
も
の
が
「
ま
れ
び
と
」
で
あ
っ
た
。

同
書
に
お
い
て
折
口
は
、
沖
縄
の
村
芝
居
、
「
あ
ん
が
ま
あ
」
の
演
目
、
「
長
者
の

大
主
」
に
、

お
能
「
翁
」
の
原
型
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
っ
長
者
の
大

主
し
と
は
、
そ
の
村
の
祖
先
で
あ
り
、
舞
台
の
上
で
は
白
髪
の
老
翁
に
扮
し
て
い

た
。
折
口
に
よ
れ
ば
、
こ
の
来
臨
す
る
祖
霊
が
、
お
能
に
登
場
す
る
翁
の
原
型
で

お
り
、
や
が
て
祖
先
で
占
め
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
き
、
ま
れ
び
と
は
神
や
妖
怪

や
鬼
に
姿
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

「
ま
れ
び
と
」
の
概
念
を
援
用
し
て
い
る
点
、
「
翁
L

を
素
材
に
し
て
い
る
点

で
、
正
子
が
折
口
の
論
考
を
参
照
に
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
正
子
自
身
、

偶
然
に
入
っ
た
京
都
の
古
本
屋
で
『
古
代
研
究
』
を
購
入
し
た
の
が
、
折
口
民
俗

学
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
正
子
は
『
古
代
研
究
』

の
読
後
感

を
、
寸
そ
こ
に
は
、
私
が
無
意
識
の
中
に
描
い
て
い
た
祖
国
の
姿
が
あ
っ
た
。
故

郷
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
感
動
を
語
る
の
は
む
つ
か
し
い
が
、
著
者
の
言
葉
を
借

り
て
い
え
ば
『
批
が
国
』
の
存
在
に
目
覚
め
た
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
記
し
て
い

(
孔
)

る
。
そ
の
口
吻
か
ら
、
『
古
代
研
究
』
に
対
し
て
、
さ
ら
に
は
折
口
民
俗
学
に
対

し
て
、
深
く
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

自前|正子の能楽論

た
だ
し
、
正
子
の
場
合
、
シ
テ
で
は
な
く
ワ
キ
の
起
源
を
説
明
す
る
た
め
に
、

「
ま
れ
び
と
」
の
概
念
を
援
用
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
折
口
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

正
予
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
シ
テ
(
人
間
)
が
は
共
同
体
に
曲
重
一
穣
や
富
裕
を
も
た
ら
す

神
、
「
ま
れ
び
と
L

を
も
て
な
す
た
め
に
(
「
ま
れ
び
と
L

そ
の
も
の
を
)
演
じ
て
お
り
、

だ
か
ら
、
シ
テ
の
舞
い
を
眺
め
る
ワ
キ
は
、
人
間
の
も
て
な
し
を
受
け
る
「
ま
れ

び
と
L

で
も
あ
り
う
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
シ
テ
の
舞
い
を
眺
め

る
ワ
キ
は
同
時
に
観
客
の
代
表
者
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

「
翁
」
の
シ
テ
を
寸
ま
れ
び
と
L

と
位
置
づ
け
る
折
口
の
解
釈
を
な
か
ば
退
け

つ
つ
、
そ
の
シ
テ
は
む
し
ろ
「
ま
れ
び
と
L

H

ワ
キ
の
た
め
に
舞
っ
て
い
る
、

と

理
解
す
る
正
子
の
解
釈
は
、
ま
ち
が
い
な
く
、

お
能
の
演
じ
手
の
立
場
か
ら
発
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
能
役
者
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
シ
テ
は
プ
ま
れ
び

と
L

そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
人
と
し
て
の
「
私
L

で
あ
る
。

ま
た
、
正
子
と
折
口
の
接
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
お
能
の
見
方
』

限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
折
口
先
生
に
私
は
、

お
会
い
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
。
遠
く
か
ら
、

お
姿
を
見
か
け
た
こ
と
も
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

お
弟
子
の

は
し
く
れ
み
た
い
な
気
が
し
て
い
る
の
は
、

お
書
き
に
な
っ
た
も
の
と
通
じ
て
お
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世
話
に
な
っ
て
い
る
か
ら
守
、
先
生
の
場
合
、
そ
う
い
う
『
お
弟
子
』
は
多
い
の

(ロ)

で
は
な
い
か
と
思
う
L

、
と
、
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
正
子
は
生
涯
に
わ

た
っ
て
折
口
を
愛
読
し
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
。
範
囲
を
能
楽
論
だ
け
に
限
つ

て
み
て
も
、
可
能
面
』
、
『
謡
曲
平
家
物
語
紀
行
』
の
他
、
『
白
洲
正
子
の
新
古
今
集

(日
)

(

M

)

(

日
)

花
に
も
の
思
う
春
』
、
「
相
生
の
松
L

、
前
登
志
夫
と
の
対
談
「
南
北
朝
異
聞
」
、

(
時
)

『
両
性
具
有
の
美
』
な
ど
で
、
正
子
は
、
折
口
に
言
及
し
て
い
る
。
能
楽
論
以
外

も
含
め
れ
ば
、
言
及
の
回
数
は
さ
ら
に
ふ
く
れ
あ
が
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
閲
し
て
み
る
と
、
正
子
に
よ
る
折
口
へ
の
言
及
は
、
『
お

能
の
見
方
』

と
同
じ
く
「
翁
L

に
言
及
す
る
下
り
で
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

と
り
わ
け
、
「
ま
れ
び
と
」
論
を
お
能
「
翁
」

の
起
源
に
絞
っ
て
分

析
し
た
、
「
翁
の
発
生
」

へ
の
言
及
が
目
立
つ
。



折
口
の
「
翁
の
発
生
」
は
昭
和
一
一
一
年
、

一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
雑
誌
『
民
俗
輩

術
』
に
発
表
さ
れ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
の
説
明
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
省
略
す
る
。
基
本
的
に
は
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
『
古
代
生
活
』

の
「
ま
れ
び

と
」
論
と
同
じ
だ
が
、

よ
り
詳
し
く
古
代
の
信
仰
や
生
活
、
風
俗
に
つ
い
て
語
ら

れ
、
そ
こ
か
ら
芸
能
の
成
立
と
発
展
の
過
程
が
語
ら
れ
て
い
く
内
容
と
な
っ
て
い

る。
「
翁
の
発
生
」
と
正
子
の
能
楽
論
を
読
み
比
べ
て
み
た
印
象
を
一
言
う
な
ら
ば
、

正
子
は
お
能
の
起
源
を
尋
ね
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
折
口
の
分
析
を
手
が
か
り
に

し
て
、
文
字
で
は
た
ど
る
こ
と
の
で
き
な
い
古
代
の
民
俗
芸
能
を
想
像
、
あ
る
い

は
、
推
理
し
て
い
る
、

と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

}

(

口

)

た
と
え
ば
、
『
両
性
具
有
の
美
』
で
正
子
は
、
折
口
の
「
翁
の
発
生
」
を
手
が

か
り
に
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
、
忍
者
や
修
験
者
と
芸
能
民
は
同
じ
と
ま
で
は
い

か
な
い
に
し
て
も
、
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
、
一
語
つ

て
い
る
。

山
岳
信
仰
か
ら
出
た
修
験
道
と
忍
術
は
特
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
(
中
略
)

そ
の
内
の
一
人
が
猿
楽
者
と
縁
組
み
を
し
た
と
す
れ
ば
、
忍
者
で
は
な
く
と

も
忍
者
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
忍
術
の
中
に

は
武
芸
だ
け
で
は
な
く
、
軽
業
、
飛
行
術
、
健
偏
、
力
技
、
奇
術
な
ど
と
並

ん
で
「
猿
楽
L

も
入
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
/
当
時
の
彼
ら
の
生
活
は
知
る
由

も
な
い
が
、
公
け
の
場
で
は
認
め
ら
れ
な
い
山
伏
や
野
臥
な
ど
と
と
も
に
、

山
の
奥
に
住
み
、
祭
り
の
場
合
な
ど
に
里
に
降
り
て
来
て
、
得
意
の
芸
を

も
っ
て
民
衆
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
能
の
「
翁
」
の
発
生
も
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
う
。
小
波
田
(
筆
者
注
、
観
阿
弥
が
は
じ
め
て
座

を
立
て
た
と
一
言
わ
れ
る
伊
賀
地
方
の
地
名
)
に
今
も
残
る
田
楽
田
の
名
が
一
不
す
よ

う
に
、
田
植
の
際
に
田
楽
や
猿
楽
を
業
と
す
る
も
の
は
山
か
ら
出
て
き
て
曲
一
豆一

年
を
祈
る
舞
を
舞
い
、
折
口
信
夫
の
い
う
「
ま
れ
び
と
」
と
し
て
再
び
山
へ

帰
っ
て
い
く
。

(
『
両
性
具
有
の
美
』
)

こ
の
文
章
で
正
子
が
参
考
に
し
て
い
る
の
が
、
「
翁
の
発
生
L

九
章
日
に
あ
た

る
、
「
山
伏
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
山
の
神
/
ま
れ
び
と
に
仕
え
る
山

人
は
、
山
中
深
く
に
住
み
、
「
歳
暮
・
初
春
其
他
の
行
事
に
、
村
里
へ
降
っ
て
、

山
の
こ
と
ほ
ぎ
を
行
ひ
に
L

来
た
、
「
此
、
が
『
隠
れ
里
』

の
伝
説
の
起
源
で
あ
っ

て
」
「
隠
れ
里
と
称
す
る
入
居
は
皆
、
山
人
と
し
て
の
祝
言
械
を
持
っ
て
居
た
」
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(
こ
の
発
想
が
や
が
て
正
子
の
代
表
作
と
な
る
『
か
く
れ
里
』
に
結
び
つ
い
て
い
く
と
思
わ

れ
る
)
。
そ
し
て
、
山
人
の
系
譜
を
引
く
の
が
修
験
者
で
あ
り
、
修
験
道
は
、
山

の
神
/
ま
れ
び
と
と
し
て
の
力
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
山
人
の
信
仰
形
態
に
、

小
乗
仏
教
の
苦
行
の
理
想
と
肉
体
を
解
脱
し
て
神
仙
に
な
ろ
う
と
す
る
道
教
の
理

想
を
融
合
し
た
も
の
と
し
て
発
展
し
た
。
お
能
「
翁
L

と
修
験
者
と
の
か
か
わ
り

が
、
折
口
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
正
子
は
、
折
口
の
分
析
を
援
用
す
る
形
で
、
「
ま
れ
び
と
」
と
同
体
化

し
た
よ
う
な
山
の
民
が
、
山
か
ら
出
て
き
て
は
民
衆
を
楽
し
ま
せ
、
豊
年
を
祈
つ

た
と
こ
ろ
に
、

お
能
「
翁
L

の
、
さ
ら
に
は
能
楽
そ
の
も
の
の
成
立
の
起
源
を
見

ょ
う
と
し
て
い
る
。
文
字
資
料
で
は
け
っ
し
て
伝
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な

お
能
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
手
が
か
り
と
し
て
、

「
翁
」
の
起
源
、



折
口
民
俗
学
を
利
用
し
て
い
る
、

と
、
一
言
っ
て
も
よ
い
。
古
代
社
会
へ
の
想
像
、

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
飛
期
さ
せ
る
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
し
て
、
「
ま
れ
び

と
」
論
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

お
能
が
一
応
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
に
し

て
も
、
そ
の
世
阿
弥
自
身
が
先
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
、
田
楽
や
猿
楽
を
も
と

に
し
て
い
る
。
折
口
信
夫
の
導
き
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
と
い
う
特
定
の
人
格
の
さ

ら
に
深
部
、
「
ま
れ
び
と
」
信
仰
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
民
俗
文
化
の
原
型
や
日

本
人
の
信
仰
の
起
源
に
ま
で
、
正
子
の
ま
な
ざ
し
は
注
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

柳
田
圏
男
と
の
交
差

当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
正
子
は
、
民
俗
学
上
に
お
け
る
折
口
信
夫
の
師
、

柳
田
闘
男
に
つ
い
て
も
、
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
、
柳
田
へ
の
言
及
が

は
じ
ま
る
時
期
は
、
折
口
へ
の
言
及
が
確
認
さ
れ
る
時
期
よ
り
も
八
年
ほ
ど
遅
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
想
像
す
る
と
、
柳
田
民
俗
学
に
本
格
的
に
関
心
を
持
つ
に
い

た
っ
た
の
は
、
折
口
民
俗
学
と
く
ら
べ
て
や
や
遅
い
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。

実
は
正
子
は
柳
田
に
直
接
、
教
え
を
受
け
る
機
会
を
得
て
い
る
。
司
鶴
川
日

(
時
)

記
』
に
記
さ
れ
た
回
想
か
ら
、
能
面
へ
の
関
心
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
能
面
を
顔
に

白百+llE子の能楽論

つ
ま
り
「
日
本
の
祭
り
」

へ
の
関
心
を
持
っ
た
こ
と
を
き
っ

つ
け
て
演
じ
る
場
、

か
け
に
、
正
子
が
、
柳
田
民
俗
学
に
関
心
を
寄
せ
る
に
至
っ
た
、

と
、
わ
か
る
。

『
能
面
』

の
本
を
書
い
て
い
た
こ
ろ
、
私
は
し
ば
し
ば
柳
田
国
男
氏
の
成

城
の
お
宅
を
訪
問
し
た
。
日
本
の
祭
り
の
こ
と
を
教
え
て
頂
く
た
め
で
あ
る
。

そ
の
た
び
に
、
先
生
は
私
に
、
民
俗
学
を
研
究
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
。

特
に
「
鶴
川
の
周
辺
は
だ
れ
も
ま
だ
手
を
つ
け
て
は
い
な
い
、
あ
な
た
は
住

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
や
っ
て
も
ら
い
た
い
L

と
い
わ
れ
た
。
が
、
私

は
研
究
や
考
証
に
は
向
か
な
い
た
ち
だ
っ
た
の
で
、
申
し
わ
け
な
い
こ
と
だ

が
言
を
左
右
し
て
い
た
。
柳
田
先
生
の
周
囲
に
た
だ
よ
う
濃
厚
な
雰
圏
気
が
、

何
と
な
く
怖
ろ
し
い
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
も
あ
る
。
先
生
は
そ
の
後
し
ば
ら

く
た
っ
て
、
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
御
恩
に
報
い
る
機
会
も
な
く
し
て
終

わ
っ
た
。

(
『
鶴
川
日
記
』

正
子
は
、
結
果
的
に
柳
田
の
学
恩
に
報
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
謙
遜
し
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『
近
江
山
河
抄
』
な
ど
民
俗
社
会
の
息
吹

が
に
じ
み
出
て
く
る
よ
う
な
文
体
で
つ
づ
ら
れ
た
、
す
ぐ
れ
た
日
本
文
化
論
を
多

て
い
る
。
し
か
し
、
守
か
く
れ
里
』
や

く
残
し
て
い
る
正
子
は
、
十
分
に
柳
田
の
学
恩
に
報
い
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
正
子
が
『
能
面
』
を
出
版
し
た
の
が
、

一
九
六
三
一
年
八
月

だ
か
ら
、
そ
の
執
筆
中
と
な
る
と
、

一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
二
年
頃
、

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
の
時
期
に
正
子
は
柳
田
邸
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
柳
田
が
逝
っ
た
の
は
一
九
六
二
年
八
月
八
日
で
あ
り
、

と
す
る
と
、

柳
田
が
鬼
籍
に
入
る
直
前
の
時
期
に
、
正
子
は
そ
の
教
え
を
受
け
て
い
る
、

と
し、

う
こ
と
に
な
る
。

可
能
面
』

に
は
宜
接
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
、
が
、
私
が
確
認
で
き
た
だ

け
で
も
、

お
能
に
関
す
る
分
析
に
限
定
し
た
場
合
、
「
謡
曲
平
家
物
語
紀
行
』

の



(

川

口

)

(

初

)

他
、
『
古
典
の
細
道
』
、
「
東
北
」
な
ど
で
、
正
子
は
柳
田
民
俗
学
を
援
用
し
つ
つ
、

自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
著
書
で
正
子
は
、
柳
田
の
俊
寛
や
小
野
小
町
、
和
泉
式
部
、
人
丸
の

伝
承
に
関
す
る
論
究
を
手
が
か
り
に
し
て
謡
曲
、
あ
る
い
は
そ
の
作
り
手
で
あ
る

世
阿
弥
ら
と
民
俗
(
伝
承
)
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
折
口
の
受
容

と
比
べ
た
場
合
、
正
子
は
折
口
民
俗
学
を
お
能
の
起
源
、
日
本
に
お
け
る
芸
能
の

発
生
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
の
手
が
か
り
に
し
て
い
る
に
対
し
て
、
柳
田
民
俗
学

の
場
合
、
あ
る
謡
曲
と
そ
れ
が
成
立
し
た
背
景
と
し
て
の
同
時
代
の
民
俗
文
化
と

の
関
係
性
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
援
用
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

正
子
、
が
能
楽
を
論
じ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
柳
田
園
男
を
援
用
し
て
い
る
場
面
を
、

(
幻
)

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
『
謡
曲
平
家
物
語
紀
行
』
で
、
正

子
は
謡
曲
「
俊
寛
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
俊
寛
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
鹿
ヶ
谷

の
陰
謀
で
鬼
(
喜
)
界
ケ
島
に
流
さ
れ
た
俊
寛
で
あ
る
。

謡
曲
「
俊
寛
」
は
、
高
倉
天
皇
中
宮
の
安
産
祈
願
の
た
め
大
赦
令
が
発
せ
ら
れ
、

清
盛
の
家
臣
(
ワ
キ
)
が
鬼
界
ケ
島
に
赦
免
の
使
い
に
出
発
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
鬼
界
ヶ
島
で
は
丹
波
少
将
成
経
(
ツ
レ
)
と
平
判
官
康
頼
(
ツ
レ
)
の
二
人
の
流

人
が
島
に
建
立
し
た
熊
野
神
社
に
参
詣
し
て
い
る
。

心
で
、
流
入
と
な
っ
て
な
お
倣
岸
の
ま
ま
で
あ
り
、
配
流
の
身
を
嘆
い
て
い
る
。

一
方
、
俊
寛
(
シ
テ
)
は
不
信

成
経
と
康
頼
が
俊
寛
を
見
つ
け
、
三
人
が
酒
と
称
し
て
水
を
酌
み
交
わ
し
昔
の
栄

華
を
偲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

ワ
キ
が
赦
免
状
を
も
っ
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
赦
免
状
に
は
、
成
経
と
康
頼
の
名
は
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
俊
寛
の
名

は
な
い
。
ワ
キ
に
促
さ
れ
て
二
人
は
船
に
乗
る
が
、
俊
寛
は
何
と
し
て
も
自
分
も

帰
ろ
う
と
ワ
キ
の
情
に
訴
え
、
出
船
の
と
も
網
に
取
り
つ
く
も
の
の
、
容
赦
な
く

船
は
出
て
い
く
。
そ
し
て
、

つ
い
に
力
つ
き
て
俊
寛
は
浜
辺
に
う
ち
臥
す
。
あ
ま

り
の
哀
れ
さ
に
、
二
人
は
、
都
に
帰
っ
た
ら
か
な
ら
ず
俊
寛
も
帰
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
か
ら
と
慰
め
、
俊
寛
は
そ
の
一
言
葉
だ
け
を
頼
り
に
し
て
、
船
を
見

送
る
。
謡
曲
「
俊
寛
」
の
あ
ら
す
じ
は
、

お
お
か
た
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

に
は
、
こ
の
よ
う
な
俊
寛
の
物
語
に
後
日
談
が
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
有
王
と
い
う
家
来
が
、
俊
寛
の
娘
の
手
紙
を
鬼
界
ケ
島
に
届
け

に
来
る
と
、
「
婿
蛤
な
ん
ど
の
如
く
に
痩
せ
衰
へ
た
る
」
俊
寛
が
現
れ
る
。
主
従

実
は
、
『
平
家
物
語
』

が
手
を
取
り
合
っ
て
語
り
合
っ
た
後
、
二
十
三
日
目
に
俊
寛
は
死
に
、
有
王
は
俊

寛
の
遺
骸
を
茶
毘
に
付
し
て
遺
骨
を
拾
っ
て
娘
の
許
に
帰
っ
て
く
る
。
娘
は
奈
良

の
法
華
寺
で
尼
に
な
り
、
有
王
は
高
野
山
で
剃
髪
し
て
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
る
。

で
語
ら
れ
た
後
日
談
で
あ
る
。
正
子
は
こ
の
後
日
談
に
関

こ
れ
が
守
一
平
家
物
語
』

心
を
一
不
し
、
平
家
物
語
や
能
楽
と
民
俗
文
化
と
の
関
わ
り
に
つ
て
、
柳
田
園
男
を

引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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み

あ

柳
田
国
男
氏
の
説
に
よ
る
と
、
有
王
の
名
は
稗
田
の
阿
札
、
御
生
れ
の
ア

レ
な
ど
か
ら
出
た
も
の
で
、
俊
寛
に
関
す
る
伝
説
も
、
「
実
は
有
王
と
称
す

る
よ
り
ま
し
の
都
か
ら
往
来
し
た
故
迩
で
あ
っ
た
ら
し
い
L

と
い
わ
れ
て
い

る
(
「
稗
田
阿
礼
L
)

。
(
中
略
)
俊
寛
の
伝
説
は
、
九
州
方
面
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、

北
陸
あ
た
り
に
も
ち
ら
ば
っ
て
お
り
、
高
野
山
近
く
の
丹
生
津
比
売
神
社
で

も
、
有
王
の
墓
を
見
た
覚
え
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
高
野
聖
と
の
関
係
の
あ
る

人
達
で
、
鬼
界
ヶ
島
の
物
語
は
、
そ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
一
つ
だ
っ
た
に
相

違
な
い
。
家
来
が
主
の
姫
君
を
伴
っ
て
、
流
島
の
先
を
お
と
ず
れ
る
話
は
、

謡
曲
「
景
清
」
に
も
あ
り
、
そ
こ
に
有
王
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。



平
家
や
謡
曲
が
、

ど
れ
程
彼
等
の
お
陰
を
こ
う
む
っ
て
い
る
か
、
想
像
に
余

り
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
俊
寛
の
物
語
に
、
熊
野
信
仰
を
持
ち
込
ん
だ
の
も
、

多
く
の
有
王
の
一
人
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

(
『
謡
曲
平
家
物
語
紀
行
』
)

こ
こ
で
正
子
が
言
及
し
て
い
る
柳
田
の
「
稗
田
阿
礼
」
は
、
昭
和
二
年
一
一
一

(
辺
)

に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
妹
の
力
』
に
収
録
さ
れ
た
論
考
で

月
、
『
早
稲
田
丈
島
ご

あ
る
。柳

田
は
、
井
上
頼
閤
ら
の
考
証
に
依
り
つ
つ
、
稗
田
阿
礼
が
猿
女
命
神
楽
を
奏

す
猿
女
君
氏
に
連
な
る
人
物
だ
っ
た
こ
と
、
猿
女
君
氏
は
代
々
、
女
性
を
以
て
相

続
す
る
家
系
で
あ
り
、
阿
礼
も
ま
た
女
だ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
や
が
て
、

小
野
妹
子
、
小
野
小
町
を
出
し
た
名
族
、
小
野
氏
ら
有
力
豪
族
が
、
外
孫
の
女
性

を
朝
廷
に
出
仕
す
る
一
弘
女
に
す
べ
く
、
猿
女
君
氏
へ
の
婿
入
り
を
行
う
よ
う
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
小
野
と
融
合
し
た
猿
女
君
氏
の
後
喬
が
、
芸
能
の
民
と
し
て
、

日
本
全
国
津
々
浦
々
で
小
野
氏
口
碑
を
伝
え
る
よ
う
に
な
り
、
小
野
小
町
伝
説
や

小
野
宮
惟
喬
親
王
に
ま
つ
わ
る
木
地
師
の
祖
神
謹
が
、
今
日
で
も
多
く
の
地
方
で

伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
柳
田
の
説
明
で
あ
る
。

ま
た
、
正
子
が
言
及
し
て
い
る
「
有
王
L

に
つ
い
て
、
柳
田
は
、
っ
稗
田
阿

白洲正予の能楽論

礼
」
の
「
阿
礼
」
と
同
じ
く
つ
ア
リ
オ
ウ
」
も
「
ア
レ
イ
」
も
音
と
し
て
は
近
い
)
、

「
有
又
は
在
の
行
為
、
即
ち
出
現
で
あ
り
顕
は
さ
れ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
お
り
、

「
神
懸
か
り
の
女
性
し
を
合
意
し
て
い
る
、

と
、
論
じ
て
い
る
。
そ
の
語
源
は

「
ミ
ア
レ
L

(

少
女
の
胎
に
宿
っ
た
神
の
子
の
誕
生
)
に
由
来
す
る
。

九
州
地
方
で
俊
寛
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
多
数
残
っ
て
い
る
の
も
、
「
有
王
と
称

す
る
よ
り
ま
し
の
、
都
か
ら
往
来
し
た
故
遮
で
あ
っ
た
」
、

と
、
柳
田
は
説
明
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
微
々
た
る
漂
泊
の
婦
女
で
す
ら
も
、
ミ
ア
レ
の
名
を
伝

ふ
る
限
り
其
一
言
は
信
ぜ
ら
れ
た
」
こ
と
、
が
分
か
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
柳
田
は
、

「
朝
廷
に
於
て
は
夙
く
衰
微
し
た
芸
術
が
、
野
に
在
つ
て
は
行
く
く
広
漠
の
沃
野

を
耕
し
つ
¥
終
に
今
日
の
花
盛
り
を
見
る
に
至
っ
た
の
も
、
主
と
し
て
は
埋
も

れ
た
る
猿
女
君
氏
の
力
で
あ
っ
た
」
、

と
、
日
本
の
文
芸
史
上
で
彼
女
ら
が
果
た

し
た
役
割
を
強
調
す
る
。

正
子
は
、
こ
の
柳
田
の
考
証
を
踏
ま
え
て
、
謡
曲
「
俊
寛
L

を
論
じ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
謡
曲
「
景
清
」
も
ま
た
、
「
有
王
し
ゃ
「
阿
礼
」
と
一
一
百
わ
れ
た
、
芸
能

を
生
業
と
す
る
猿
女
君
の
末
育
た
ち
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
、
俊
寛
の

物
語
に
熊
野
信
仰
を
持
ち
込
ん
だ
の
も
、
彼
女
ら
の
仕
業
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、

正
子
独
自
の
意
見
で
あ
ろ
う
。
柳
田
の
「
稗
田
阿
礼
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
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は
確
認
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
っ
平
家
や
謡
曲
が
、
ど
れ
程
彼
等
の
お
陰

を
こ
う
む
っ
て
い
る
か
、
想
像
に
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
正
子
の
一
言
葉

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宮
廷
で
衰
微
し
た
口
承
文
芸
が
、
漂
白
の
芸
能
民
を
媒

介
に
し
て
、
民
俗
社
会
に
根
づ
い
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
結
果
的
に
平
家
物
語

マ
ド
リ
ツ
ク
ス

や
様
々
な
謡
曲
を
生
み
出
す
母
胎
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、

正
子
は
柳
田
と
認
識
を
-
に
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
柳
田
以
上
に
強
調
し
て
い
る
。

正
子
に
よ
る
、
柳
田
を
援
用
し
た
能
楽
論
を
も
う
一
つ
、
紹
介
し
て
み
よ
う
。

(
忽
)

「
東
北
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ

で
は
、
和
泉
式
部
が
登
場
す
る
謡
曲
、
「
東
北
」
に
関
す
る
正
子
の
感
想
や
ら
解

説
や
ら
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
あ
ら
す
じ
か
ら
説
明
し
て
お
く
と
、
東
国
の
僧
(
ワ
キ
、
ワ
キ
ヅ
レ
)



が
都
現
物
に
上
り
、
東
北
院
に
詣
で
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。

一
人
の
女

(
前
シ
テ
)
が
現
れ
、
こ
の
梅
は
上
東
門
に
従
っ
て
和
泉
式
部
が
こ
こ
に
住
み
、
寝

室
の
か
た
わ
ら
に
植
え
て
眺
め
た
梅
で
あ
る
と
、
教
え
る
。
や
が
て
女
は
、
自
分

は
こ
の
梅
の
主
で
あ
る
と
名
乗
っ
て
、
梅
の
陰
に
隠
れ
る
。
(
中
入
)

ワ
キ
が
法
華
経
誓
聡
品
を
軒
端
の
梅
の
蔭
で
読
経
し
て
い
る
と
、
式
部
(
後
シ

テ
)
が
現
れ
、
自
分
が
か
つ
て
上
東
門
院
に
仕
え
た
こ
ろ
、
関
白
道
長
が
、
こ
の

教
を
諦
し
つ
つ
、
東
北
院
の
門
前
を
通
り
過
ぎ
る
の
を
聞
き
、
「
門
の
外
法
の
車

の
音
聞
け
ば
我
も
火
宅
を
出
で
に
け
る
か
な
」
と
歌
を
詠
ん
だ
、

と
、
語
る
。
だ

が
今
は
、
そ
の
煩
悩
の
世
界
か
ら
解
脱
し
て
、
歌
舞
の
菩
薩
に
生
ま
れ
変
っ
た
と

一
語
り
、
さ
ら
に
和
歌
の
徳
、
梅
の
美
し
さ
を
讃
え
な
が
ら
舞
歌
を
か
な
で
た
後
、

式
部
の
寝
所
が
あ
っ
た
方
丈
の
室
に
入
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
僧
の
夢
が
醒
め

る
。
こ
れ
が
、

お
お
ま
か
な
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

さ
て
、
正
子
は
、
謡
曲
「
東
北
」
に
つ
い
て
、
柳
田
を
援
用
し
つ
つ
次
の
よ
う

に
解
説
し
て
い
る
。

和
泉
式
部
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
氏
の
、
興
味
深
い
考
察
が
あ
り
ま
す
。

「
女
性
と
民
間
伝
承
」
と
い
う
題
の
論
文
で
、
今
こ
こ
に
詳
細
を
記
す
わ
け

に
は
行
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
い
う
と
、
式
部
に
関
す
る
伝
説
は
、

日
本
全
屈
に
行
き
渡
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
盲
人
や
ゴ
ゼ
や
旅
の
歌
い
女
達

に
よ
っ
て
、
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
彼
女
の
遺
跡
と
称
す
る
も
の
が

方
々
に
残
っ
て
い
る
の
も
、
伝
え
ら
れ
る
人
と
、
伝
え
る
人
が
、
し
ま
い
に

は
同
一
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
/
別
の
一
言
葉
で
言

え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
和
泉
式
部
は
万
人
に
愛
さ
れ
、
惜
し
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

で
、
伝
説
は
真
実
に
遠
く
て
も
、
式
部
の
人
間
の
真
実
は
、

と
ら
え
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。
(
中
略
)
和
泉
式
部
は
、

た
し
か
に
実
在
の
女
性
で
し
た
が
、

ま
た
実
在
の
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
歴
史
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
、

お
能
も
ま
た
、
そ
う
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
よ
う
。
意
識
的
に
創
作
し
た
と
い
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
過
言
に
な
り
ま

し
ょ
う
が
、
世
阿
弥
の
偉
さ
は
、
民
族
の
半
ば
信
仰
化
し
た
習
慣
と
常
識
に

し
た
が
っ
て
、
和
泉
式
部
に
、
水
遠
の
女
性
を
見
、
劇
に
も
文
学
に
も
な
り
に

く
い
幸
福
な
世
界
を
創
造
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

「東北」

(M) 

「
女
性
と
民
間
伝
承
』
に
言
及
し
つ
つ
、

全
国
に
散
ら
ば
る
和
泉
式
部
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
女
性
の
芸
能
民
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
伝
承
が
最
終
的
に
謡
曲
に
も
流
れ
込
ん
で
い

こ
の
よ
う
に
正
子
は
、
柳
田
園
男
の
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た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

『
女
性
と
民
間
伝
承
』

は
、
和
泉
式
部
の
伝
承
を
手
が
か
り
と
し
て
、
語
り
物

文
芸
を
担
っ
た
芸
能
の
民
に
つ
い
て
考
証
を
展
開
し
た
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
柳
田

は
正
子
が
取
り
上
げ
た
謡
曲
「
東
北
L

か
ら
和
泉
式
部
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
関
し

て
論
じ
始
め
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
木
造
が
安
置
さ
れ
る
誠
心
院
に
は
謡
曲
「
東

北
L

に
登
場
す
る
「
軒
端
の
梅
」
が
残
っ
て
い
る
が
、
式
部
の
時
代
か
ら
五
0
0

年
以
上
経
過
し
た
時
代
に
、
し
か
も
東
北
院
と
は
異
な
る
場
所
に
建
立
さ
れ
た
寺

に
梅
が
移
植
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
謡
曲
「
誓
願
寺
」
に
も
式
部
の
亡
霊

が
登
場
す
る
が
、
こ
の
寺
に
も
式
部
の
伝
承
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、

な
ぜ
、
そ
こ
か
し
こ
に
和
泉
式
部
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
伝
え
ら
れ
、
今
も
残
っ
て



い
る
の
か
。
こ
れ
が
『
女
性
と
民
間
伝
承
』

に
お
け
る
柳
田
の
論
点
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
柳
田
が
注
目
し
た
の
は
、
千
葉
県
の
山
奥
に
残
る
和

泉
式
部
と
そ
の
娘
、
小
式
部
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
塚
で
あ
る
。
塚
の
起
源
は
、
木

こ
り
が
古
塚
を
清
め
て
お
供
え
を
あ
げ
る
と
、
夢
に
気
高
い
夫
人
が
現
れ
、
「
自

分
は
和
泉
式
部
だ
と
謂
っ
て
厚
く
礼
を
述
べ
た
」
こ
と
に
由
来
す
る
。

柳
田
は
こ
の
逸
話
に
関
し
て
、
「
何
故
た
っ
た
一
人
な
ど
の
夢
に
見
た
こ
と
が
、

忽
ち
に
し
て
弘
く
そ
の
地
方
全
体
に
、
信
用
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
と

疑
問
を
抱
き
、

か
つ
て
、
「
女
の
身
を
以
て
諸
国
を
旅
行
し
、
普
通
に
は
俸
ら
れ

て
居
る
霊
山
の
奥
ま
で
、
自
由
に
入
っ
て
い
か
う
と
し
た
し
芸
能
民
が
あ
っ
た
、

と
、
論
じ
は
じ
め
る
。
彼
女
ら
は
神
仏
礼
拝
に
託
し
て
ど
ん
な
片
田
舎
に
も
入
り

込
み
、
旅
の
中
で
見
聞
し
た
珍
し
い
話
は
も
と
よ
り
、
旅
の
辛
苦
や
仏
法
の
教
え
、

神
仏
の
因
縁
を
歌
言
葉
を
も
っ
て
伝
え
、
信
心
に
目
覚
め
た
村
人
に
は
祈
祷
や
占

い
を
施
し
た
。
和
泉
式
部
の
歌
物
語
が
全
国
に
分
布
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
女
性
の
芸
能
民
(
時
代
に
応
じ
て
「
歌
比
丘
尼
」
や
「
ゴ
ゼ
し
と
呼
ば
れ
た
)
の
仕
業

で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
、
柳
田
の
見
解
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

歌
物
語
を
運
ん
で
歩
い
た
が
、
式
部
が
そ
の
土
地
に
何
か
の
因
縁
が
残
っ
た
場
合
、

歌
物
語
が
事
実
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
ろ
う
し
、

た
と
え
ば
、
そ
の
土

地
で
歌
比
丘
尼
が
葬
ら
れ
た
場
合
、
語
っ
た
者
と
語
ら
れ
た
者
が
混
同
さ
れ
る
形

で
、
や
が
て
そ
の
墓
が
和
泉
式
部
の
塚
と
し
て
、
歌
物
語
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て

白治liE子の能楽論

い
っ
た
、

と
、
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
柳
田
の
考
証
を
踏
ま
え
つ
つ
、
正
子
は
、

お
能
も
ま

た
口
承
文
芸
な
の
だ
、

と
、
論
じ
は
じ
め
る
。
「
和
泉
式
部
は
、

た
し
か
に
実
在

の
女
性
で
し
た
が
、
ま
た
実
在
の
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
歴
史
と
い
う
の
は
そ
う

し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、

お
能
も
ま
た
、
そ
う
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
」
、

と
、
正
子
は
語
る
。

ひ
と
り
の
嘘

口
碑
で
伝
え
ら
れ
た
文
芸
は
、

つ
き
が
で
た
ら
め
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
長
い
年
月
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
虚
か
実
か
と
問
え
ば
虚
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
真
か
偽
か
と
問
え
ば
、
無
数
の
人
達
が
そ
の
伝
承
を
(
た
と
え
ば
、
誠
心
院

の
「
軒
端
の
梅
」
を
、
千
葉
山
中
の
式
部
の
墓
を
)
事
実
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
々
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
真
実
以
外
の
な
に
も
で
も

な
い
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
文
芸
は
お
能
に
も
流
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
両
者
は
、

民
俗
文
化
に
根
を
持
つ
形
で
成
立
し
て
い
る
点
で
同
じ
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ

る

先
ほ
ど
論
じ
た
よ
う
に
、
折
口
民
俗
学
の
場
合
、
能
楽
を
時
間
軸
上
に
お
い
て

考
察
す
る
、

か
み
砕
い
て
言
え
ば
、
王
子
の
関
心
が
能
楽
の
起
源
に
向
か
う
時
に
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援
用
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
柳
田
間
男
の
場
合
、
能
楽
を
空
間
軸
上
で
分
析
す
る

時
に
引
用
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柳
田
民
俗
学
へ
の
開
眼
を
き
っ
か
け
に
し

て
、
正
子
は
民
俗
社
会
を
芸
能
や
文
芸
が
成
立
す
る
母
胎
、
あ
る
い
は
、
交
通
空

聞
と
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
の
関
係
性
の
中
で
お
能
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

民
俗
文
化
か
ら
能
楽
論
ヘ

民
俗
社
会
と
の
交
通
関
係
の
中
で
お
能
を
考
え
る
、

と
い
う
視
点
は
、
折
口
や

柳
田
か
ら
の
直
接
的
影
響
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
立
的
な
、
あ
る
い
は
主
体
的
、
価

性
的
な
問
題
意
識
と
し
て
、
正
子
の
内
部
で
成
長
し
て
い
っ
た
、

と
、
一
一
百
っ
て
よ



L 、
O 

た
と
え
ば
、
謡
曲
「
蝉
丸
」
に
つ
い
て
、
正
子
が
言
及
し
て
い
る
下
り
が
そ
れ

に
あ
た
る
。

謡
曲
「
蝉
丸
」
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
盲
目
と
な
っ
て
育
っ
た
、
延
喜
帝
の
第
四

皇
子
、
蝉
丸
の
宮
(
ツ
レ
)
の
物
語
で
あ
る
。
帝
は
蝉
丸
を
逢
坂
山
に
捨
て
て
剃
髪

さ
せ
る
こ
と
と
し
、
清
貴
(
ワ
キ
)
と
従
者
(
ワ
キ
ヅ
レ
)
を
供
に
つ
け
て
送
り
出
す
。

逢
坂
山
に
着
い
て
ワ
キ
は
悲
し
む
が
、
蝉
丸
は
剃
髪
さ
せ
、
蓑
を
着
ぜ
ら
れ
、
笠

を
も
ら
い
、
杖
を
持
た
さ
れ
て
素
直
に
運
命
に
従
う
。
た
だ
一
人
、
蝉
丸
が
琵
琶

を
抱
い
て
泣
き
伏
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
博
雅
の
ご
一
位
(
狂
言
)
が
訪
ね
、
藁
屋
を

設
け
て
そ
の
中
に
蝉
丸
を
入
れ
る
。
蝉
丸
の
姉
宮
、
逆
髪
(
シ
テ
)
は
、
そ
の
名
の

ご
と
く
髪
の
毛
が
上
に
向
か
っ
て
逆
さ
ま
に
生
え
て
お
り
、
そ
の
上
、
時
々
狂
気

と
な
っ
て
都
に
迷
い
出
る
。
何
時
し
か
逢
坂
の
関
あ
た
り
ま
で
来
て
み
る
と
、
藁

屋
の
中
か
ら
琵
琶
の
音
色
が
聞
こ
え
て
く
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
、
弟
宮
の
声
な

の
で
驚
い
て
中
に
入
り
、
互
い
に
手
を
取
り
合
っ
て
悲
し
い
運
命
に
嘆
き
悲
し
む
。

や
が
て
、
逆
髪
は
名
残
を
惜
し
み
つ
つ
暇
乞
い
し
、
蝉
丸
も
嘆
き
悲
し
み
つ
つ
姉

宮
を
見
送
る
と
こ
ろ
で
、
物
語
は
終
わ
る
。

(
お
)

正
子
は
こ
の
物
語
に
つ
い
て
、
『
近
江
山
河
抄
』

で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る

作
者
の
世
阿
弥
は
、
「
今
昔
物
語
」
と
「
平
家
物
語
」
に
題
材
を
得
て
い

る
が
、
蝉
丸
を
皇
子
に
仕
立
て
た
の
は
「
平
家
物
語
」

で
、
「
今
昔
物
語
」

で
は
、
未
だ
一
介
の
琵
琶
法
師
に
す
ぎ
な
い
。
中
山
太
郎
氏
の
『
日
本
盲
人

史
』
に
よ
る
と
、
関
所
の
あ
た
り
に
は
芸
人
の
集
団
が
た
む
ろ
し
て
お
り
、

蝉
丸
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

一
般
名
詞
だ
と

一
人
で
は
な
く
て
、

い
う
説
も
あ
る
。
(
中
略
こ
方
、
逢
坂
の
麓
の
四
の
宮
に
は
、
仁
明
天
皇
の

第
四
皇
子
、
人
康
親
王
の
邸
が
あ
り
、
音
楽
に
堪
能
な
そ
の
皇
子
が
、
敦
実

親
王
と
混
同
さ
れ
、
平
曲
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
時
に
は
、
貧
し
い
琵
琶
法
師

は
、
延
喜
四
の
宮
に
生
れ
変
っ
て
い
た
。
四
の
宮
河
原
と
い
う
地
名
は
、
河

原
者
の
集
う
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
想
像
力
に
と
ん
だ
芸
人
た

ち
が
、
自
由
奔
放
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
の
が
、

お
能
の
蝉
丸
の
原
型
だ
っ
た
。

(
『
近
江
山
河
抄
』
)

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
中
山
太
郎
は
、
民
俗
学
の
立
場
に
立
つ
考
証
家
で
は

あ
る
が
、
文
献
記
録
を
渉
猟
し
て
民
俗
の
歴
史
的
変
遷
を
考
え
る
と
い
う
の
が
、

そ
の
考
証
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
東
京
専
門
学
校
卒
業
後
、
新
聞
記
者
、
編
集
者
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な
ど
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
柳
田
の
書
物
に
出
会
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

民
俗
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
柳
田
民
俗
学
の
本
流

の
外
に
あ
る
。
正
子
が
参
照
し
て
い
る
中
山
の

『
日
本
盲
人
史
』

は
一
九
三
四
年

七
月
、
成
光
堂
出
版
部
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
四
五
0
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
大
著

で
あ
る
。
同
書
の
「
第
三
章

平
安
時
代

第
四
節

琵
琶
法
師
の
祖
と
あ
る
蝉

丸
の
再
検
討
」
を
踏
ま
え
て
、
正
子
が
『
近
江
山
河
抄
』

で
考
証
を
展
開
し
た
の

は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

守
日
本
盲
人
史
』
に
お
い
て
中
山
は
、
蝉
丸
と
い
う
名
前
は
、
「
蝉
歌
」
と
呼

ば
れ
る
芸
能
(
語
り
)
を
つ
か
さ
ど
る
琵
琶
法
師
を
意
味
し
て
い
る
、
と
、
説
明
し

て
い
る
。
「
蝉
」
の
下
に
「
丸
L

と
い
う
文
字
が
つ
い
た
の
は
、
「
当
時
の
社
会
感

情
の
上
か
ら
、
丸
と
は
賎
業
卑
職
を
営
む
者
、
又
は
乞
食
非
人
の
屋
徒
を
庇
し
て



よ
ぶ
や
う
に
な
っ
た
為
め
で
ヘ
さ
ら
に
、
っ
蝉
丸
、
が
関
の
辺
り
に
庵
を
結
び
、
街

道
但
僚
の
人
々
に
琵
琶
を
弾
じ
て
合
力
を
受
け
、
下
世
話
に
謂
ふ
乞
食
坊
主
で
あ

り
非
人
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
肯
定
し
て
も
差
支
あ
る
ま
い
L

、
と
、
中
山

は
論
じ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
蝉
丸
が
皇
胤
で
あ
る
は
ず
な
ど
な
い
わ
け
だ

が
、
中
山
に
よ
れ
ば
、
後
世
に
な
っ
て
、
逢
坂
の
関
に
立
つ
道
祖
神
を
祭
る
杜

(
「
開
明
神
社
し
と
一
言
う
)
の
耐
職
、
が
、
『
今
昔
物
語
』

に
記
さ
れ
た
蝉
丸
の
説
話
と
関

明
神
を
習
合
し
、
蝉
丸
を
記
る
社
で
あ
る
と
語
り
始
め
た
の
が
、
事
の
起
こ
り
で

あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
言
う
守
今
昔
物
語
』

の
説
話
と
は
、
源

博
雅
が
蝉
丸
に
琵
琶
を
習
っ
た
と
い
う
物
語
を
指
す
が
、
こ
の
伝
承
が
流
布
し
て

い
く
過
程
で
逢
坂
に
近
い
山
科
の
人
康
親
王
の
故
事
と
習
合
し
、
や
が
て
は
、
琵

琶
の
巨
匠
で
あ
る
と
か
、
延
喜
帝
の
第
四
皇
子
で
あ
る
と
か
、
盲
人
に
し
て
琵
琶

を
奏
で
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
と
習
合
し
つ
つ
、
最
終
的
に
蝉
丸
は
、
諸
芸

の
祖
神
に
ま
で
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
蝉
丸
の
姉
宮
、
逆
髪
に
つ

い
て
も
、
も
と
も
と
は
逢
坂
の
神
、
「
坂
神
」
(
さ
か
が
き
を
意
味
し
て
お
り
、
そ

れ
が
、
「
逆
髪
L

と
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
形
で
伝
承
に
組
み
込
ま
れ
、
最
終
的
に

は
謡
曲
「
蝉
丸
」
に
も
流
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
、
中
山
は
説
明
し
て
い
る
。

正
子
の
説
明
を
こ
れ
と
比
べ
て
み
る
と
、
蝉
丸
を
芸
能
の
民
と
規
定
す
る
点
で

は
中
山
の
考
証
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
蝉
丸
伝
承
形
成
に
関
し
て
は
、
大
き
く
解

白ifll正子の能楽論

釈
が
異
な
っ
て
い
る
。
中
山
の
場
合
、
逢
坂
に
位
置
す
る
神
社
の
神
主
ら
が
実
利

に
収
録
さ
れ
た
蝉
丸
説
話
を
利
用
し
た
と
理
解
し

を
売
る
た
め
に

よ
7
昔
物
語
』

て
い
る
に
対
し
て
、
正
子
の
場
合
、
開
明
神
社
の
視
点
は
完
全
に
そ
の
分
析
か
ら

は
ず
さ
れ
て
い
る
。
「
想
像
力
に
と
ん
だ
芸
人
た
ち
が
、
自
由
奔
放
に
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
」
の
が
蝉
丸
の
伝
承
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
正
子
の
理
解
で
あ
り
、
先
ほ

ど
言
及
し
た
和
泉
式
部
伝
承
と
同
じ
く
、
芸
能
民
に
よ
る
口
承
文
芸
の
成
立
と
発

バ
ー
ジ
ョ
ン

展
の
一
変
調
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
正
子
の
考
証
を
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

蝉
丸
伝
承
は
芸
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
逢
阪
付
近
に
あ
っ
た
芸
能
の
民
、
多
く
の

蝉
丸
ら
が
、
自
分
た
ち
の
祖
神
を
皇
胤
と
す
る
こ
と
で
、
常
民
に
対
す
る
立
ち
位

置
を
賎
民
か
ら
選
民
へ
と
昇
華
し
て
い
く
物
語
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
柳
田
の
直
接
的
な
影
響
を
離
れ
た
場
所
で
も
、
正
子
は
民
俗
文
化

を
起
点
と
し
て
芸
能
や
文
芸
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

世
阿
弥
と
民
俗
芸
能

正
子
に
お
け
る
民
俗
学
へ
の
傾
斜
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
女
の
世
阿
弥

観
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
東
北
」
で
、
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「
世
阿
弥
の
偉
さ
は
、
民
族
の
半
ば
信
仰
化
し
た
習
慣
と
常
識
に
し
た
が
っ
て
、

和
泉
式
部
に
永
遠
の
女
性
を
見
、
劇
に
も
文
学
に
も
な
り
に
く
い
幸
福
な
世
界
を

創
造
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
正
子
に

と
っ
て
世
阿
弥
は
、
自
我
や
個
性
が
蛇
立
し
た
偉
大
な
芸
術
家
、

と
い
う
よ
り
は
、

伝
承
文
芸
あ
る
い
は
民
俗
文
化
が
能
楽
に
流
入
し
て
い
く
、
そ
の
媒
体
的
な
役
割

を
果
た
し
た
存
在
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

同
じ
よ
う
な
世
阿
弥
観
を
正
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。

(
お
)

た
と
え
ば
、
「
お
能
の
誕
生
L

で
正
子
は
、
そ
も
そ
も
世
阿
弥
は
能
楽
の
創
始
者

で
は
な
い
、

と
、
述
べ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
諸
国
に
散
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗

芸
能
を
申
楽
に
吸
収
し
て
、

お
能
を
完
成
さ
せ
た
、
「
総
括
者
」
と
も
言
う
べ
き

人
物
で
あ
り
、
だ
か
ら
、

お
能
は
総
合
芸
術
と
な
り
え
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ



る

(
幻
)

ま
た
、
正
子
は
『
能
面
』

で
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

神
社
の
祭
り
と
と
も
に
、
自
然
に
発
生
し
た
申
楽
と
呼
ぶ
民
族
芸
能
が
、

平
安
朝
に
盛
ん
に
な
り
、
室
町
時
代
に
至
っ
て
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
父
子
を

得
て
ほ
ほ
現
在
の
形
に
完
成
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
当
時
行
わ
れ
た
田
楽

や
延
年
、
曲
舞
や
風
流
、
そ
の
他
多
く
の
芸
能
を
吸
収
し
て
成
り
立
っ
た
、

い
わ
ば
演
劇
の
集
大
成
と
い
え
ま
す
。
世
間
弥
は
単
な
る
芸
の
上
手
で
は
な

く
、
そ
う
い
う
総
合
の
才
に
た
け
た
人
物
で
、
「
花
伝
書
L

や
「
申
楽
談

儀
」
の
中
に
は
、
小
さ
な
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
申
楽
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
芸

能
の
名
手
か
ら
、
そ
の
技
を
ぬ
す
ん
だ
話
、
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
『
能
面
』
)

「
東
北
」
や
「
お
能
の
誕
生
」
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
正
子
は
、
能
楽
を
「
田

楽
や
延
年
、
曲
舞
や
風
流
、
そ
の
他
多
く
の
芸
能
を
吸
収
し
て
成
り
立
っ
た
」

J
演
劇
の
集
大
成
L

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
文
章
で
正
子
が
、
民
俗
芸
能
の
総
括
者
と
し
て

の
世
阿
弥
像
の
根
拠
を
、
「
花
伝
書
」
や
「
申
楽
談
儀
」
な
ど
、
世
阿
弥
自
身
の

手
に
な
る
能
楽
論
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
正
子
が
根
拠
に
し

た
箇
所
を
「
花
伝
書
」
か
ら
探
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
「
貴
所
、
宮
寺
、
田

ふ
一
口
、
遠
国
諸
社
の
祭
礼
に
い
た
る
ま
で
、
を
し
な
べ
て
そ
し
り
を
ゑ
ざ
ら
ん
を
寿

福
達
人
の
し
て
と
は
申
す
べ
き
哉
。
さ
れ
ば
、
い
か
な
る
上
手
な
り
と
も
、
衆
人

愛
敬
か
け
た
る
所
あ
ら
ん
を
ば
、
寿
福
増
長
の
し
て
と
は
申
難
か
し
。
然
に
亡
父

(
著
者
注
、
観
阿
弥
を
指
す
)
は
、

い
か
な
る
田
舎
、
山
里
の
片
辺
に
て
も
、
そ
の
心

を
う
け
て
、
所
の
風
儀
を
一
大
事
に
か
け
て
、
芸
を
せ
し
な
り
」
な
ど
の
文
章
が

そ
れ
に
当
た
問
。
大
意
を
述
べ
れ
ば
、
貴
人
の
前
で
舞
う
お
能
や
宮
寺
の
能
か
ら
、

遠
く
離
れ
た
田
舎
や
山
里
で
行
わ
れ
る
祭
礼
の
猿
楽
に
い
た
る
ま
で
、
ど
こ
で
演

じ
て
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
役
者
こ
そ
が
達
人
で
あ
る
、
父
の
観
阿
弥

は
、
田
舎
や
山
里
で
演
じ
る
と
き
に
は
、
見
物
に
来
た
人
々
の
気
持
ち
に
寄
り
添

う
よ
う
な
演
技
を
心
が
け
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
を
払
っ
た
、
と
い
う
ほ
ど
の
意

(
m
m
)
 

味
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
能
楽
論
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
た
し
か
に
、
正
子
の

言
う
よ
う
に
、
能
楽
は
遠
国
や
山
里
、
田
舎
に
住
む
人
々
の
感
性
、

つ
ま
り
民
俗

文
化
に
根
を
持
つ
、

と
い
う
理
解
も
成
り
立
つ
。

ま
た
、
っ
花
伝
書
L

と
並
ん
で
正
子
が
言
及
し
て
い
る
「
申
楽
談
儀
」
は
、
世

阿
弥
の
晩
年
の
能
楽
に
ま
つ
わ
る
口
伝
を
次
男
の
元
能
が
聞
き
書
き
と
し
て
ま
と
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め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
世
阿
弥
は
、
田
楽
や
物
真
似
な
ど
を
芸
と
す
る
他

の
役
者
に
関
し
て
細
か
に
批
評
を
加
え
て
い
る
。
正
子
が
『
能
面
』
で
、
っ
申
楽

以
外
の
あ
ら
ゆ
る
芸
能
の
名
手
か
ら
、
そ
の
技
を
ぬ
す
ん
だ
話
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
」
と
語
る
の
は
、
こ
の
辺
り
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
花
伝
書
L

の
一
節
を
そ
の
ま
ま
理

解
す
れ
ば
、
別
に
世
阿
弥
は
、
正
子
の
言
う
よ
う
に
、
民
俗
芸
能
の
み
に
軸
足
を

お
い
て
能
楽
を
完
成
さ
せ
た
、

と
も
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
世
阿
弥
に
よ

れ
ば
、
都
で
身
分
の
高
い
人
の
前
で
演
じ
る
時
は
、
や
は
り
、
見
物
人
で
あ
る
貴

人
の
感
性
に
寄
り
添
う
形
で
演
じ
る
わ
け
で
、
何
が
何
で
も
民
俗
芸
能
の
精
神
を

貫
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
私
は
別
に
、
正
子

が
世
阿
弥
を
誤
解
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
「
花
伝
幸
一
日
」
を
誤
読
し
て
い
る
、

と



言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
正
子
の
手
に
な
る
能
楽

論
の
本
質
、
彼
女
の
美
学
あ
る
い
は
日
本
文
化
観
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
お

能
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、

と
、
一
一
白
い
た
い
の
だ
。
宮
廷
風
の
美
意
識
、

た
と
え
ば
、
幽
玄
の
美
を
捨
象
し
た
よ
う
な
場
所
に
、
正
子
の
語
る
お
能
は
あ
る
。

(
お
)

守
世
阿
弥
|
花
と
幽
玄
の
世
界
』
で
正
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

世
阿
弥
の
場
合
、
宗
教
的
雰
囲
気
が
格
別
濃
厚
と
は
思
え
な
い
し
、
「
一

種
頚
廃
的
、
超
越
的
」
「
補
綴
的
・
放
浪
的
・
独
善
的
一
言
語
形
態
L

(

筆
者
住
、

岡
崎
義
恵
「
日
本
文
芸
の
様
式
L

か
ら
の
引
用
)
と
い
っ
た
形
容
も
あ
て
は
ま
ら

な
い
。
大
体
そ
れ
は
「
言
語
」
で
は
な
く
、
眼
に
見
え
る
は
っ
き
り
し
た
形

で
あ
り
、
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
世
阿
弥
の
幽
玄
は
、
十
六
部
集
の
中
に

は
な
く
、
舞
台
を
離
れ
て
存
在
し
得
な
い
も
の
で
し
た
。
幽
玄
と
い
う
、
観

念
、
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
た
っ
形
態
L

で
は
な
く
、
芸
術
そ

の
も
の
が
思
想
だ
っ
た
の
で
す
。
(
中
略
)
世
阿
弥
の
偉
さ
は
、

た
と
え
ば
仏

教
を
理
解
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
仏
の
教
え
の
中
に
、
自
分
の
芸
が
お
の
づ

か
ら
合
致
す
る
こ
と
に
気
が
つ
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
方
使
と
し
て
用
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
幽
玄
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
も
し
×
×
的
と
い
う
言

葉
を
用
い
る
な
ら
、
世
阿
弥
的
と
で
も
名
づ
け
る
他
な
い
も
の
で
す
。
た
し

か
に
、
室
町
時
代
一
般
の
幽
玄
の
通
念
は
、
寸
一
種
類
廃
的
超
越
的
な
L

隠

白洲正子の能楽論

秘
な
美
し
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
が
、
舞
台
の
体
験
か
ら
生
れ
た
世

阿
弥
の
幽
玄
は
、
も
っ
と
肉
体
に
密
着
し
た
も
の
で
、
私
が
理
解
し
た
範
囲

で
は
、
頬
廃
の
影
す
ら
な
く
、
む
し
ろ
あ
か
る
く
健
康
な
美
し
さ
で
し
た
。

(
『
世
阿
弥
l
花
と
幽
玄
の
世
界
』
)

正
子
は
、
岡
崎
義
恵
が
定
義
す
る
「
幽
玄
」
の
概
念
を
参
照
し
つ
つ
、
世
阿
弥

の
美
意
識
は
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
論
じ
る
。
世
阿
弥
の
能
楽
と
、
藤
原
俊

成
や
定
家
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
中
世
の
宮
廷
文
化
と
の
距
離
感
が
、
こ
こ
で
は

語
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
正
子
も
操
り
返
し
言
及
し
て
い
る
野
上
豊
一
郎
は
、
『
世
阿
弥
元

(
出
)

清
』
で
、
「
世
阿
弥
に
な
る
と
、
幽
玄
に
非
常
に
重
き
を
置
き
、
物
真
似
と
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
そ
れ
を
強
調
」
し
た
、

と
、
論
じ
て
い
る
。
野
上
に

よ
れ
ば
、
世
阿
弥
が
物
真
似
よ
り
幽
玄
を
優
先
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
芸
術

的
特
徴
が
も
っ
と
も
よ
く
現
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
世
阿
弥
を
理
解
す
る
に
は
、

ま
ず
そ
の
幽
玄
の
中
味
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
世
阿
弥
の
理
想

と
し
た
幽
玄
と
は
「
た
だ
美
し
く
柔
和
な
る
体
」
と
し
て
あ
っ
た
、
こ
れ
は
幽
玄

に
つ
い
て
の
当
時
の
一
般
的
な
理
解
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
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な
る
。一

方
、
正
子
に
従
え
ば
、
「
幽
玄
」
と
い
う
観
念
の
中
に
世
阿
弥
の
能
楽
を
押

し
込
め
る
こ
と
事
態
が
、
観
念
と
現
実
と
の
認
識
論
的
転
倒
を
意
味
し
て
お
り
、

世
阿
弥
の
言
う
「
幽
玄
」
は
、
言
葉
は
同
じ
で
も
室
町
時
代
の
通
念
と
は
か
け
離

れ
て
い
る
、
そ
れ
は
類
廃
的
で
も
超
越
的
で
も
な
く
、
む
し
ろ
健
康
的
で
明
る
く

さ
え
あ
る
、
そ
の
美
意
識
は
幽
玄
的
と
い
う
よ
り
は
世
阿
弥
的
と
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
、
「
幽
玄
」
と
い
う
観
念
H

一
言
語
で
は
な
く
、
も
っ
と
肉
体
に
根
ざ
し
た

も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

明
ら
か
に
野
上
の
世
阿
弥
像
と
は
真
逆
の
像
を
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
正
子
が

紡
ぎ
出
す
世
阿
弥
像
の
特
徴
、
あ
る
い
は
、
志
向
性
が
あ
る
。
民
俗
文
化
に
根
を

持
つ
芸
能
の
総
括
者
と
し
て
の
世
阿
弥
は
、
俊
成
や
定
家
に
代
表
さ
れ
る
宮
廷
文



化
と
は
反
対
の
方
向
に
向
か
お
う
と
す
る
世
阿
弥
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
正
子
は
、
「
彼
の
真
価
は
そ
う
し
た
所
(
著
者
注
、
っ
幽
玄
L

を
指
す
)
に
は
な
く
、
多
少
疑
わ
し
く
と
も
、
古
代
か
ら
の
伝
承
を
、
深
く
信
じ

た
所
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
起
源
を
、
神
代
や
聖
徳
太
子
に
も
っ
て

行
っ
た
の
も
、
わ
が
身
を
飾
る
為
で
は
な
く
、

は
る
か
な
時
代
へ
つ
な
が
る
日
本

(
辺
)

人
の
血
を
、
自
分
の
体
内
に
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ヘ
と
、
論

じ
は
じ
め
る
。
能
楽
の
本
質
は
、
幽
玄
と
い
う
中
世
の
宮
廷
美
学
と
の
接
点
に
あ

る
の
で
は
な
い
、
時
空
間
を
越
え
て
偏
在
す
る
よ
う
な
日
本
文
化
そ
の
も
の
に
根

お
能
の
あ
り
ょ
う
そ
れ
自
体
に
あ
る
、
あ
る
い

を
張
る
か
た
ち
で
構
築
さ
れ
た
、

は
、
民
俗
文
化
の
総
括
者
で
あ
る
世
阿
弥
が
自
ら
の
身
体
感
覚
で
捉
え
た
、
古
代

か
ら
連
綿
と
続
く
日
本
文
化
こ
そ
が
、

お
能
の
本
質
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
子
の
論

じ
る
能
楽
の
イ
メ
ー
ジ
で
ふ
め
る
。
世
間
弥
と
い
う
天
才
の
特
別
な
感
性
で
捉
え
ら

れ
た
独
創
性
に
富
ん
だ
美
に
、
正
子
は
、
能
楽
の
本
質
を
見
ょ
う
と
は
し
な
い
。

世
阿
弥
か
ら
小
林
秀
雄
へ

で
は
、
世
阿
弥
が
そ
の
肉
体
で
感
得
し
え
た
、
日
本
文
化
そ
の
も
の
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
司
古
典
の
細

(
お
)

道
』
の
次
の
文
章
が
、
そ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

お
能
の
「
小
鍛
治
」
の
中
に
、
草
薙
の
剣
に
ま
つ
わ
る
倭
健

伝
説
を
た
く
み
に
取
入
れ
た
が
、
そ
れ
は
世
阿
弥
の
創
作
で
は
な
く
、
似
た

世
阿
弥
は
、

よ
う
な
物
語
が
、
歌
い
も
の
と
し
て
、
世
上
に
広
く
流
布
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
、
業
平
の
「
伊
勢
物
語
L

、
義
経
の
都
落
ち
な
ど
に
、
将
来
発
展
し
て
行

く
貴
種
流
離
の
物
語
は
、
日
本
人
が
も
っ
と
も
愛
し
た
文
学
の
一
形
式
で

あ
っ
た
。
そ
の
原
型
と
も
見
ら
れ
る
も
の
が
、
倭
健
に
は
あ
る
。
白
鳥
の
行

方
が
つ
か
め
な
い
の
も
、
命
の
薄
命
を
惜
し
ん
だ
か
ら
で
、
義
経
が
成
土
口
思

汗
に
変
じ
た
の
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
思
う
。
/
記
・
紀
に
と
り
入
れ
た
歌

謡
は
、
殆
ど
す
べ
て
が
民
謡
で
、
だ
か
ら
物
語
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な

い
と
史
家
は
い
う
。
が
、

た
と
え
ば
倭
健
の
死
の
場
面
で
も
、
語
っ
て
行
く

中
に
身
ぶ
り
が
入
り
そ
の
身
ぶ
り
の
為
に
必
要
な
歌
謡
、
彼
等
が
し
じ
ゅ
う

口
ず
さ
ん
で
い
た
民
謡
が
、

お
の
ず
と
ほ
と
ば
し
っ
た
と
み
る
の
は
間
違
い

み
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
な
く
て
は
い
ら
れ
ぬ
程
、
彼
等
は
命
を
愛
し
て
い
た
。

ど
う
か
し
て
後
世
に
伝
え
た
い
と
願
っ
た
。
歴
史
は
、
そ
う
い
う
所
か
ら
生

れ
る
。
分
析
も
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
愛
情
の
な
い
研
究
ほ
ど
、
歴
史
を
ゆ
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が
め
、
人
聞
を
傷
つ
け
る
も
の
は
な
い
。

(
『
古
典
の
細
道
』
)

こ
こ
で
正
子
は
世
阿
弥
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
神
代

の
昔
か
ら
倭
健
を
愛
し
、
英
雄
の
悲
劇
的
な
運
命
や
そ
の
死
を
惜
し
み
、

い
と
お

し
ん
で
き
た
。
時
代
を
超
え
て
多
く
の
民
衆
に
よ
っ
て
倭
健
の
悲
劇
は
民
謡
と
し

て
歌
い
継
が
れ
、
そ
の
民
謡
を
母
胎
と
し
て
、
や
が
て
貴
種
流
離
曹
と
い
う
物
語

の
型
が
生
ま
れ
、
伊
勢
物
語
の
東
下
り
、
義
経
の
都
落
ち
な
ど
の
物
語
が
紡
ぎ
出

さ
れ
、

つ
い
に
は
、

お
能
「
小
鍛
冶
L

に
も
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
正

子
が
一
例
と
し
て
語
る
、
日
本
文
化
(
H
物
語
の
型
)
の
成
立
と
伝
承
の
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
。
民
衆
は
倭
健
の
伝
承
を
真
実
と
信
じ
、
健
に
寄
せ
る
哀
惜
の
念
は
、
そ



の
生
涯
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う
情
熱
へ
と
転
化
し
、
物
語
は
語
り
継
が
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
正
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
っ
歴
史
は
、
そ
う
い
う
所
か
ら
生
れ

る
し
も
の
で
あ
っ
て
、
「
分
析
も
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
愛
情
の
な
い
研
究
ほ
ど
、

歴
史
を
ゆ
が
め
、
人
聞
を
傷
つ
け
る
も
の
は
な
い
L

。

そ
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、
正
子
が
語
る
、
世
阿
弥
の
歴
史
感
覚
に
は
、
実
は

小
林
秀
雄
の
そ
れ
と
の
接
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
と
白
洲
正
子
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
交
流
を
持
つ
関
係
に
あ
っ
た
が
、

そ
も
そ
も
の
機
縁
は
正
子
が
小
林
の
盟
友
、
河
上
徹
太
郎
の
妻
、
綾
子
と
親
友
で

(
斜
)

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
o

『
白
洲
正
子
自
伝
』
に
依
っ
て
そ
の
経
緯
を
説
明
す
る
と
、

河
上
徹
太
郎
夫
婦
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
昭
和
一

O
年
、
正
子
が
二
五
歳
の
時
で

あ
る
。
軽
井
沢
に
滞
在
し
て
い
る
折
、
軽
井
沢
の
別
荘
の
隣
に
住
ん
で
い
た
河
上

徹
太
郎
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
河
上
の
妻
、
綾
子
の
妹
と
正
子
は
、

古
く
か
ら
の
ゴ
ル
フ
友
達
で
、
彼
女
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
河
上
の
妻
、
綾

子
と
正
子
は
、
趣
味
の
上
で
い
ろ
い
ろ
共
通
点
が
あ
り
、
や
が
て
一
一
人
は
お
互
い

に
と
っ
て
の
無
一
一
の
親
友
と
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
前
年
、
昭
和
九
年
に
は
阿
部
六
郎
と
の
共
訳
で
シ
ェ
ス
ト
フ
の

『
悲
劇
の

哲
学
』
を
出
版
し
、
「
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
」
が
流
行
す
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ

た
河
上
徹
太
郎
は
、
す
で
に
一
流
の
評
論
家
と
し
て
そ
の
名
声
は
世
に
知
ら
れ
て

白i1Il正子の能楽論

い
た
。
正
子
は
河
上
徹
太
郎
さ
ん
の
こ
と
を
、
「
テ
ッ
ツ
ア
マ
L

と
呼
び
、
話
題

が
文
学
に
及
ん
だ
際
に
は
、
河
上
の
口
か
ら
小
林
秀
雄
の
名
前
な
ど
も
、
し
じ
ゅ

う
出
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
頃
、
正
子
は
河
上
か
ら
小
林
の

『
ア
シ
ル
と
亀
の

子
』
を
借
り
て
読
ん
で
い
る
。
「
悲
し
い
か
な
解
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。

解
ら
な
い
な
り
に
小
林
さ
ん
の
息
づ
か
い
と
い
う
か
、
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が

感
じ
ら
れ
、
次
第
に
そ
の
文
章
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
行
っ
た
L

と
い
う
の
が
、
正
子

の
回
想
で
あ
る
。

そ
し
て
、
河
上
徹
太
郎
と
綾
子
は
、
空
襲
を
き
っ
か
け
に
し
て
正
子
の
家
に
寄

寓
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
、
約
二
年
間
、
昭
和
二
二
年
四
月
、
河
上
が
小
石

川
の
細
川
護
立
邸
内
の
小
舎
に
引
っ
越
す
ま
で
、
河
上
は
白
洲
邸
に
と
ど
ま
る
こ

と
に
な
る
。
正
子
が
河
上
徹
太
郎
の
照
会
で
、
は
じ
め
て
小
林
秀
雄
に
会
っ
た
の

は
、
終
戦
後
、

一
九
四
六
年
の
春
の
こ
と
で
ふ
め
る
。
た
だ
し
、
小
林
の
用
件
は
、

正
子
に
で
は
な
く
、
夫
で
あ
る
白
洲
次
郎
の
方
に
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
白
洲
次
郎

は
総
理
大
臣
、
吉
田
茂
の
も
と
で
働
い
て
い
た
が
、
そ
の
次
郎
に
重
大
な
話
が
あ

る
と
い
う
の
で
、
小
林
は
河
上
の
照
会
で
、
白
洲
邸
を
訪
ね
て
来
た
の
で
あ
る
。

小
林
の
用
件
と
は
、
「
吉
田
満
の
『
戦
艦
大
和
の
最
後
』

の
出
版
の
許
可
が
降
り

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
次
郎
も
小
林
の

単
刀
直
入
の
話
し
ぶ
り
が
気
に
入
り
、
っ
必
ず
通
し
て
み
せ
る
と
胸
を
叩
い
た
L

。

な
い
の
で
、

G
H
Q
に
頼
ん
で
く
れ
」
、
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こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
小
林
や
今
日
出
海
が
た
び
た
び
白
洲
邸
を
訪

れ
て
は
、
酒
を
飲
み
泊
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

っ
河
上
さ
ん
も
ふ
く
め
て
彼
ら
の
談
話
は
面
白
く
、
ー
ー
で
も
外
国
語
を
聞
い

て
い
る
み
た
い
で
、

ほ
ん
と
う
の
面
白
き
の
十
分
の
一
も
私
に
は
理
解
で
き
な
い

と
い
う
の
が
、
三
人
の
文
学
談
義
に
加
わ
っ
た
正
子
の
回

の
ち
に
は
、
こ
こ
に
青
山
二
郎
も
加
わ
る
の
だ
が
、
正
子
が
交
流
を

持
っ
た
、
四
人
の
文
学
者
の
内
、
も
っ
と
も
文
学
的
影
響
を
受
け
た
の
は
、
小
林

の
が
悲
し
か
っ
た
ヘ

想
で
あ
る
。

秀
雄
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
正
子
と
小
林
秀
雄
と
の
親
密
な
文
学
上
の
交
流
を
顧
慮
す
れ
ば
、

正
子
の
語
る
世
阿
弥
の
歴
史
認
識
が
小
林
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る



こ
と
も
、
決
し
て
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
十
分
、
あ
り
う
る
話
で
あ
る
。

(
お
)

小
林
秀
雄
は
「
歴
史
と
文
学
」
で
、
科
学
的
歴
史
認
識

7
マ
ル
ク
ス
、
主
義
史
学
)

を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

歴
史
は
決
し
て
二
度
と
繰
り
返
し
は
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
僕
等
は
過
去

を
惜
し
む
の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
、
人
類
の
巨
大
な
恨
み
に
似
て
ゐ
る
。
歴

史
を
貫
く
筋
金
は
、
僕
等
の
哀
惜
の
念
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
因

果
の
鎖
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
、
例
へ
ば
、
子

供
に
死
な
れ
た
母
親
は
、
子
供
の
死
と
い
ふ
歴
史
事
実
に
対
し
、

ど
う
い
う

風
な
態
度
を
と
る
か
、
を
考
へ
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
な
事
で
せ
う
。
母
親
に

と
っ
て
、
歴
史
事
実
と
は
、
子
供
の
死
と
い
ふ
出
来
事
が
、
幾
時
、
何
処
で
、

ど
う
い
ふ
原
因
で
、

ど
ん
な
条
件
の
下
に
起
っ
た
か
と
い
ふ
、
単
に
そ
れ
だ

け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

(
「
歴
史
と
文
学
」
)

歴
史
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
時
、
人
は
そ
の
生
に
左
右
さ
れ
、
時
に
は

命
す
ら
奪
わ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
瞬
間
に
の
み
、
人
間
の
努
力
や
意
志
に

よ
っ
て
は
絶
対
的
に
抗
い
が
た
い
歴
史
と
い
う
非
情
を
実
感
す
る
。
歴
史
が
科
学

や
法
則
に
な
り
え
な
い
の
は
、

た
と
え
ば
、
子
供
を
失
っ
た
母
親
に
対
し
て
、
死

の
原
因
や
法
則
を
ど
れ
だ
け
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
意
味
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
何
ら
か
の
概
念
に
よ
っ
て
分
析
し
た
り
法
則
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
る
行
為

は
、
こ
の
母
親
の
歴
史
に
対
す
る
実
感
と
は
、
お
よ
そ
ほ
ど
遠
い
も
の
で
し
か
な

ぃ
。
小
林
に
言
わ
せ
れ
ば
、
科
学
的
な
歴
史
認
識
は
民
衆
の
歴
史
感
覚
か
ら
議
離

し
た
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
概
念
や
法
則
を
歴
史
そ
の
も
の
と
錯
覚

し
て
し
ま
う
認
識
論
的
転
倒
に
過
ぎ
な
い
。

正
子
は
明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
な
小
林
の
議
論
に
引
き
つ
け
る
形
で
、
世
阿
弥

の
歴
史
感
覚
を
分
析
し
て
い
る
。
『
古
典
の
細
道
』
で
正
子
は
、
倭
健
に
対
す
る

民
衆
の
深
い
哀
惜
の
念
を
母
胎
に
民
謡
が
成
立
し
、
時
代
を
超
え
て
語
り
継
が
れ
、

結
果
、
人
々
は
時
空
を
越
え
て
、
そ
の
哀
惜
の
念
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
、
と
、
論
じ
て
い
た
。
世
阿
弥
は
そ
の
物
語
を
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
謡
曲

「
小
鍛
冶
」
に
も
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
正
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、

こ
こ
に
こ
そ
世
阿
弥
の
本
質
H

日
本
文
化
と
の
接
点
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
小
林
秀
雄
が
子
を
失
っ
た
母
親
を
聡
え
と
し
て
、
歴
史
と
文
学
に
つ
い
て

語
っ
た
の
を
、
正
子
は
、
「
子
L

を
「
倭
健
」
に
、
「
母
し
を
「
民
俗
社
会
の
構
成

員
、
民
俗
芸
能
の
担
い
手
と
し
て
の
民
衆
」
に
置
き
換
え
て
、
世
阿
弥
の
歴
史
感
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覚
を
論
じ
て
い
る
。
小
林
の
歴
史
感
覚
を
民
俗
学
に
引
き
つ
け
る
形
で
捉
え
直
し

て
い
く
こ
と
で
、
民
俗
芸
能
の
総
括
者
と
し
て
の
世
阿
弥
の
歴
史
感
覚
を
論
じ
て

い
る
、

と
、
言
っ
て
も
よ
い
。

正
子
に
と
っ
て
日
本
文
化
と
は
、
知
識
で
も
情
報
で
も
自
我
で
も
な
く
、
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
た
よ
う
な
民
衆
の
歴
史
感
覚
や
民
俗
的
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
あ
り

ょ
う
は
、
「
知
的
で
あ
ろ
う
と
実
践
的
で
あ
ろ
う
と
、
外
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ

れ
の
す
べ
て
の
意
識
に
と
っ
て
、
そ
の
究
極
的
な
装
置
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
で
あ

(
お
)

マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
!
の
一
言
う
「
暗
黙
知
L

に
近
い
。
そ
れ
は
、

る
」
と
す
る
、

時
代
を
超
え
空
聞
を
越
え
て
人
々
に
伝
承
さ
れ
共
有
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
滋
養
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
お
能
は
、
日
本
文
化
の
結
節
点

に
成
り
え
た
。
こ
れ
が
正
子
の
能
楽
観
・
世
阿
弥
観
で
あ
っ
た
。



お

わ

り

に

正
子
と
小
林
秀
雄
と
の
接
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
二
人
に
と
っ
て
、
歴
史
は
同
時
に
文
学

で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
客
観
的
な
事
実
で
も
、
そ
の
対
極
に
あ

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
く
、
そ
の
間
に
あ
る
よ
う
な
暖
昧
な
も
の
、
科
学
的
な

事
実
性
を
そ
な
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
時
間
と
空
聞
を
超
越
し
て
、
人
々

に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
謂
い
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
正
子
は
お
能
の
本
質
を
、
小
林
の
批
評
で
展
開
さ
れ
た
よ
う

な
言
語
や
理
念
、
認
識
論
的
布
置
の
失
効
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。

(
幻
)

『
謡
曲
平
家
物
語
紀
行
』
で
正
子
は
、
「
梁
塵
秘
抄
」
の
「
仏
は
常
に
在
り
せ
ど

も
/
現
な
ら
ぬ
ぞ
哀
れ
な
る
/
人
の
音
な
き
暁
に
/
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
給
う
」

と
い
う
今
様
を
引
き
な
が
ら
、
世
阿
弥
が
謡
曲
に
描
い
た
幽
霊
た
ち
に
関
し
て

「
幽
霊
だ
か
ら
仏
と
は
い
え
な
い
が
、

か
ん
じ
と
し
て
は
そ
れ
に
近
い
L

と
、
説

明
し
て
い
る
。
お
能
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
歴
史
や
文
学
と
同
じ
く
、
正
子
に
と
っ

て
、
事
実
と
虚
構
、
此
岸
と
彼
岸
の
皮
膜
の
狭
間
に
あ
る
よ
う
な
、

と
ら
与
え
ど
こ

ろ
の
な
さ
、
暖
昧
さ
を
本
質
と
す
る
芸
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
着
想
を
得
た
き
っ
か
け
を
提
供
し
た
の
が
、
小
林
で
あ
っ
た
こ
と

白iftl正子の能楽論

は
間
違
い
な
い
が
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
能
役
者
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
が
、

小
林
の
議
論
に
同
調
す
る
素
地
を
彼
女
の
内
部
に
形
成
し
て
い
た
こ
と
も
、
見
逃

一
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
自
ら
の
死
生
観
を
語
っ
た
エ
ツ
セ

(
お
)

ィ
、
「
な
ん
と
か
な
る
サ
」
で
、
正
子
は
か
つ
て
体
験
し
た
臨
死
体
験
と
お
能
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

演
じ
て
い
る
時
の
感
覚
が
き
わ
め
て
近
い
、

と
、
語
っ
て
い
る
。
危
篤
に
お
ち
入

り
意
識
不
明
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
何
も
分
か
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
聴
覚
は
極
端

に
鋭
く
な
っ
て
遠
く
の
小
声
ま
で
聞
こ
え
て
く
る
、
「
体
中
が
透
明
に
な
っ
て
、

軽
く
な
り
、
宙
を
浮
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
」
が
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

意
識
不
明
の
状
態
は
、

お
能
で
神
や
霊
魂
、
亙
女
を
演
じ
る
時
の
心
理
と
そ
っ
く

り
だ
、

と
、
正
子
は
言
う
。
「
こ
の
世
は
仮
り
の
姿
L

と
い
う
日
本
の
歴
史
や
文

学
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
思
想
は
、
「
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、

お
能
の
す

べ
て
に
わ
た
る
形
式
の
中
で
、
身
体
で
表
現
す
る
こ
と
の
出
来
る
生
き
た
言
葉
」

で
あ
る
。
若
い
と
き
の
臨
死
体
験
を
手
が
か
り
に
し
て
、
此
岸
と
彼
岸
の
境
界
に

あ
る
よ
う
な
世
界
を
開
示
す
る
お
能
の
あ
り
ょ
う
を
発
見
し
て
い
く
様
子
が
、
こ

こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、

(
お
)

エ
ッ
セ
イ
「
神
仏
混
靖
」
で
は
、
「
日
本
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
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え
て
い
る
」
「
本
地
垂
誠
一
と
か
神
仏
混
請
の
よ
う
な
思
想
」
の
あ
い
ま
い
さ
、
「
わ

け
の
わ
か
ら
な
さ
」
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
「
客
観
的
に

み
れ
ば
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
実
際
に
お
能
を
舞
っ
て
い
る
と
、
少
し
も
そ
れ

が
気
に
な
ら
な
い
」
、
「
神
と
仏
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
ろ
う
と
、
矛
盾
は
一
向
感
じ

な
い
」
と
一
言
う
の
だ
。
神
と
仏
の
習
合
が
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
感
じ
る
の

は
、
言
葉
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
理
念
と
し
て
、
自
己
同
一
性
が
確
保
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
来
的
に
異
な
る
、
あ
る
い
は
相
容
れ
な
い
と
日

さ
れ
る
二
つ
の
概
念
が
融
合
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
正
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
頭
で
考
え
る
、
あ
る
い
は
理
念
的
に
思
考
す

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
身
体
で
感
じ
て
み
れ
ば
、

つ
ま
り
、
神
仏
混
請
を
お
能
で
演

じ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
の
矛
盾
も
破
綻
も
混
乱
も
な
い
。
ニ

l
チ
ェ
は
「
私



た
ち
が
意
識
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
徹
頭
徹
尾
、
ま
ず
調
整
さ
れ
、
単
純
化
さ

れ
、
函
式
化
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
し
と
語
り
、
さ
ら
に
、
意
識
さ
れ
た
世
界

と
は
、
自
己
同
一
性
を
暗
黙
の
前
提
と
す
る
よ
う
な
「
仮
象
し
の
世
界
で
あ
る
、

と
、
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
持
続
的
に
生
成
と
変
化
を
続
け
る
「
複
合
体
L

と
し
て

(
却
)

の
世
界
の
実
相
を
隠
蔽
す
る
。
こ
れ
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
正
子
の
語
る
、
お

能
の
身
体
性
と
は
、
理
念
化
や
論
理
化
を
拒
否
す
る
世
界
、
自
己
同
一
性
が
溶
解

し
、
彼
と
此
が
分
離
と
融
合
、
生
成
と
変
化
を
持
続
す
る
不
定
形
な
世
界
の
聡
で

あ
る
。
個
人
的
利
害
H
関
心
的
態
度
を
母
胎
と
す
る
限
り
、
言
語
も
理
念
も
実
利

性
が
追
求
さ
れ
る
。
自
己
同
一
性
や
明
瞭
性
、
論
理
性
が
貫
か
れ
た
世
界
が
、
そ

こ
に
は
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
子
に
と
っ
て
お
能
と
は
、
あ
る
い
は
、
日
本

の
文
化
と
は
、
合
理
的
、
実
用
的
な
世
界
と
は
対
極
に
位
置
し
て
い
る
。

言
葉
や
理
念
の
明
瞭
性
を
失
効
し
て
、
自
己
同
一
性
の
解
体
し
た
、
あ
る
気
分
、

あ
る
い
は
感
覚
や
情
緒
と
し
て
、
生
成
と
変
化
を
持
続
す
る
こ
と
。
実
と
虚
、
存

在
と
非
在
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
間
に
あ
っ
て
両
者
を
包
摂
し
た
全
体
性
を
開
示

す
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、

お
能
の
検
証
を
通
じ
て
白
洲
正
子
が
発
見
し
た
日
本

文
化
そ
の
も
の
、
日
本
の
民
俗
社
会
に
生
き
る
民
衆
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
美
と
信

仰
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注(1) 

(2) 

(3) 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

昭
和
刊
行
会
一
九
四
三
・
二

能
楽
書
林
一
九
五
一
・
四

東
京
創
元
社
一
九
五
七
・
六

求
龍
堂
一
九
六
三
・
八

宝
文
館
出
版
一
九
六
回
・
二

平
凡
社
一
九
七
三
・
一
て
一
一
一
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共
著
、
援
々
堂
出
版
、
一
九
七
八
・
二

平
凡
社
一
九
七
八
・
一

O

新
潮
社
、
一
九
九
四
・
二
一

大
岡
山
書
底
一
九
二
九
・
四

「
志
摩
の
は
て
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
月
報
十
一

(
日
)
と
同
じ

平
凡
社
一
九
八
五
・
九

『
老
年
発
見
』
一
九
九
三

『
新
潮
』
一
九
九
三
・
一

O

新
潮
社
一
九
九
七
・
三

(
出
)
と
同
じ

文
化
出
版
局
一
九
七
九
・
一
二

新
潮
社
一
九
七
0
・
二
一

『
現
代
謡
曲
全
集
』
第
一
一
巻
筑
摩
書
房
一
九
六
四

創
元
社
一
九
四
0
・五

(
6
)
と
同
じ

(
却
)
と
同
じ

岡
書
院
一
九
三
一
了
二
一

援
々
堂
出
版
一
九
七
四
・
二

『
世
界
美
術
全
集
』
月
報
一
八
角
川
書
庖
一
九
六
七

(
3
)
と
同
じ

引
用
は
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
上
岩
波
書
庖
一
九
四
0
・八

こ
の
下
り
は
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
を
参
照
し
て
い
る

{
玉
文
館
書
応
一
九
六
四
・
二

創
元
社
一
九
一
二
八
・
七

(
初
)
と
同
じ

(
m
m
)

と
同
じ

(9)
と
同
じ

『
改
造
』
一
九
四
一
、
三
、
四

坂
井
秀
寿
他
訳
『
暗
黙
知
の
次
元
』

中
央
公
論
社

一
九
六
六
・
九

38 

紀
伊
国
屋
書
庖

一
九
八
0
・一



自決l正子の能楽論

40 39 38 37 

(
6
)
と
同
じ

『
新
潟
必
』
一
九
八
七
・
一
一

『
学
鎧
』
一
九
六
五
・
一

原
佑
訳
『
権
力
へ
の
意
志
』
下

筑
摩
書
房

一
九
九
三
・
一

39 




