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能
〈
花
月
〉
は
喝
食
・
花
川
（
シ
テ
）
が
生
き
別
れ
と
な
っ
て
い
た
父

親
（
ワ
キ
）
と
再
会
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、
親
子
の
避
遁
識
に

お
い
て
見
所
に
な
る
こ
と
の
多
い
父
子
恩
愛
の
情
趣
が
希
薄
で
、
次
々
と

展
開
さ
れ
る
シ
テ
の
芸
の
方
が
大
き
な
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
能
の
中
で

も
ひ
と
き
わ
華
や
か
な
こ
の
曲
は
、
従
来
一
一
つ
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

一
つ
は
小
歌
・
弓
の
物
ま
ね
・
清
水
寺
の
曲
舞
・
錫
鼓
・
山
廻
り
と
多

く
の
芸
を
連
ね
る
「
芸
尽
く
し
」
と
い
う
一
面
で
あ
る
。
〈
花
月
〉
は
、
『
三

道
』
の
中
で
「
放
下
に
は
自
然
居
士
・
花
月
・
東
岸
居
士
・
西
岸
居
士
な

ど
の
遊
狂
」
と
芸
尽
く
し
の
名
曲
〈
自
然
居
士
〉
な
ど
と
列
挙
さ
れ
て
お

り
、
世
阿
弥
時
代
か
ら
「
遊
狂
」
と
い
う
舞
歌
の
芸
を
見
せ
る
の
に
ふ
さ

わ
し
い
風
体
を
基
に
し
た
代
表
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
生

〈
花
月
〉
の
「
春
の
遊
び
」

芸
尽
く
し
と
美
少
年
趣
味

ｌ
花
月
の
弓
と
「
小
弓
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

き
別
れ
に
な
っ
て
い
た
父
子
が
再
会
す
る
と
い
う
筋
諜
き
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
同
様
の
話
柄
で
あ
り
、
な
お
か
つ
シ
テ
の
芸
を
見
所
と
す
る
物
狂

（
注
Ｉ
｝

能
と
の
影
響
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

も
う
一
つ
は
「
美
少
年
趣
味
」
と
い
う
一
面
で
あ
る
。
中
世
の
寺
院
で

の
稚
児
愛
玩
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
趣
き
が

〈
花
月
〉
か
ら
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
花
月
の
登
場
を
待
つ
寺
の
男

（
ア
イ
）
の
姿
か
ら
も
こ
う
し
た
趣
向
は
看
取
で
き
る
が
、
も
っ
と
も
顕

著
な
の
は
［
小
歌
］
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
室
町
期
に
流
行
し
た
小
歌
節
を

応
用
し
た
［
小
歌
］
は
、
〈
放
下
僧
〉
〈
芦
刈
〉
と
い
っ
た
曲
に
も
あ
り
、

能
の
中
で
は
音
曲
的
に
特
徴
の
あ
る
小
段
と
な
っ
て
い
る
。
〈
花
月
〉
の

そ
れ
は
、
［
小
歌
］
の
中
で
も
謡
い
方
に
特
徴
が
あ
る
が
、

シ
テ
／
／
来
し
か
た
よ
り
、
地
／
／
今
の
世
ま
で
も
、
絶
え
せ
ぬ
も
の
は
、

恋
と
い
へ
る
曲
者
、
げ
に
恋
は
曲
者
、
く
せ
も
の
か
ん
な
、
身
は
さ

ら
さ
ら
さ
ら
、
さ
あ
ら
、
さ
ら
さ
ら
さ
ら
り
、
恋
こ
そ
癌
ら
れ
ね
。

と
謡
わ
れ
る
詞
章
の
内
容
や
、
滅
技
の
仕
方
も
特
異
性
が
あ
り
、
こ
こ
か

伊
海
孝
充

4４

Hosei University Repository



<花月〉の「春の遊び」

ら
男
色
的
要
素
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
行
の
演
出
で
は
ア
イ
（
寺

近
く
の
男
）
が
シ
テ
の
前
に
立
ち
、
扇
で
口
や
顔
を
覆
い
、
シ
テ
は
ア
イ

の
一
眉
に
手
を
置
き
、
こ
の
［
小
歌
］
の
謡
と
共
に
舞
台
を
回
る
の
で
あ
る
。

徳
江
元
正
氏
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
流
茂
山
家
で
は
、
シ
テ
が
ア
イ
の
腰
に
手

を
掛
け
る
と
い
っ
た
演
出
と
な
っ
て
い
る
し
（
「
作
品
研
究
花
月
」
二
観

世
」
一
九
八
二
年
一
一
一
月
）
）
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
一
鷺
流
狂
一
一
一
一
口
伝
書
』

（
江
戸
中
～
後
期
諜
写
か
）
に
は
、
「
扇
ヒ
ロ
ケ
頬
ニ
ア
テ
左
リ
ノ
手
ヲ
花

月
ノ
腰
ニ
ア
テ
、
」
と
い
う
演
出
も
記
さ
れ
て
お
り
、
演
技
に
小
異
が
あ
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
。
時
代
・
流
派
に
よ
っ
て
演
技
に
差
異
が
あ
る
に
し
ろ
、

相
手
の
体
に
手
を
掛
け
て
謡
う
と
い
う
能
の
中
で
は
特
異
な
演
技
を
す
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
「
美
少
年
趣
味
」
を
想
起

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
〈
花
月
〉
と
い
う
曲
を
考
察
し
て
い
く

上
で
大
切
な
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
「
美
少
年
趣
味
」
が
曲
の
細
部
に
わ

た
っ
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
「
芸
尽
く
し
」
と
い
っ
て
も
一
つ
一

つ
の
芸
の
独
立
性
が
強
く
、
こ
の
す
べ
て
を
一
緒
く
た
に
す
る
こ
と
に
も

無
理
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
を
一
先
ず
置
い
て
お
く
こ
と
で
、
〈
花

月
〉
の
新
し
い
側
面
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「
弓
を
射
る
物
ま
ね
」
（
以
下
「
弓

の
段
」
と
仮
称
）
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
曲
に
お
け
る
「
春
」
と
い
う

空
間
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
シ
テ
の
弓
に
つ
い
て
の

先
行
研
究
を
検
討
し
た
上
で
、
花
月
の
弓
が
遊
戯
の
「
小
弓
」
と
関
係
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
き
、
最
後
に
こ
の
「
小
弓
」
が
春
と
い
う
空
間

と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
基
に
、
「
弓
の
段
」
の
重
要
性
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
。

「
弓
の
段
」
は
前
述
の
［
小
歌
］
に
続
く
場
面
で
あ
り
、
シ
テ
に
突
き

飛
ば
さ
れ
た
ア
イ
が
「
落
花
狼
籍
」
の
鴬
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
シ
テ
が
持
っ

て
い
た
「
弓
」
で
仕
留
め
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
場
面
も
「
男
色
」
と
い
う
視
点
を
基
に
解
釈
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
『
申
楽
談
儀
」
付
載
記
事
に
あ
る
「
好
色
、
博
突
、
大
酒
、
鷲
飼
う

事
、
こ
れ
は
、
清
次
の
定
也
」
の
中
の
「
鷲
を
飼
う
事
」
は
男
色
を
暗
示

し
て
い
る
と
い
う
指
摘
（
戸
井
田
道
三
氏
「
鷲
」
（
「
観
世
」
一
九
六
八
年
八

月
）
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
徳
江
元
正
氏
は
、

い
や
。
是
成
花
に
目
が
有
よ
・
能
々
見
れ
（
め
で
ハ
な
い
、
う
ぐ
ゐ

す
が
花
ふ
み
ち
ら
す
。
に
く
ひ
事
じ
ゃ
。
幸
持
せ
ら
れ
た
る
御
弓
に

て
あ
の
う
ぐ
ひ
す
を
い
て
落
さ
せ
ら
れ
候
へ

（
貞
享
松
井
本
（
能
楽
資
料
集
成
『
貞
享
年
間
大
蔵
流
間
狂
高
本
二
極
」

わ
ん
や
書
店
一
九
八
六
・
一
九
八
八
年
ご

と
い
う
ア
イ
の
台
詞
の
「
目
が
有
る
よ
」
と
は
、
単
な
る
鴬
で
は
な
く
、

他
の
男
の
視
線
、
つ
ま
り
男
色
的
要
素
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
（
「
作

品
研
究
花
月
」
）
。
し
か
し
こ
の
鷲
が
「
男
」
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
弓
を

向
け
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
し
、
「
小
鳥
（
し
よ
う
ち
ょ
う
）
」
で
あ
る
こ

と
を
響
か
せ
て
い
る
「
弓
の
段
」
の
内
容
と
も
不
調
和
で
あ
る
の
で
、
こ

の
解
釈
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。

こ
う
し
た
「
美
少
年
趣
味
」
的
な
解
釈
に
対
し
て
、
別
な
視
点
を
提
示

以
下
、
〈
花
月
〉
の
詞
章
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
壹
謡
曲
集
下
」
（
岩

波
書
店
一
九
六
三
年
）
を
用
い
る
。

二
花
月
の
弓
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も
こ
れ
を
持
ち
て
、
引
か
ぬ
弓
、
放
さ
ぬ
矢
に
て
射
る
時
は
、
当
た

ら
ず
し
か
も
、
外
さ
ざ
り
け
り
と
、
か
や
う
に
詠
む
歌
も
あ
り
、
知

ら
ず
な
物
な
宣
ひ
そ
、
知
ら
ず
な
物
な
宣
ひ
そ
。

天
野
氏
は
、
放
下
に
扮
し
た
ツ
レ
が
弓
を
持
つ
こ
と
と
、
傍
線
部
が
南

北
朝
期
の
禅
僧
夢
窓
国
師
の
詠
歌
「
た
て
ぬ
的
引
か
ぬ
弓
に
て
放
つ
矢
の

当
ら
ぬ
鹿
も
外
れ
ざ
り
け
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
ｓ
謡
曲
大
観
」

の
注
の
指
摘
）
を
根
拠
に
、
「
弓
矢
は
禅
に
発
し
た
芸
能
者
た
る
放
下
の

持
ち
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
考
え
、
花
月
が
弓
を
持
つ
の
も
こ
の
禅
的

趣
向
が
反
映
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

確
か
に
右
の
〈
放
下
僧
〉
の
問
答
は
、
禅
的
教
養
を
基
に
作
ら
れ
た
の

し
た
の
が
、
天
野
文
雄
氏
の
只
花
月
》
の
禅
的
趣
向
」
（
『
お
も
て
（
大
槻

能
楽
堂
会
報
）
」
七
十
六
号
、
一
一
○
○
三
年
四
月
）
で
あ
る
。
天
野
氏
は
「
そ

も
そ
も
禅
寺
の
喝
食
で
あ
る
花
月
が
な
ぜ
弓
矢
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
〈
放
下
僧
〉
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
禅

的
要
素
に
起
因
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
詳
述
す
る
と
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

〈
放
下
僧
〉
で
ツ
レ
の
牧
野
小
次
郎
が
、
仇
で
あ
る
ワ
キ
の
利
根
信
俊

に
正
体
を
さ
と
ら
れ
な
い
た
め
に
、
太
刀
を
楓
き
弓
矢
を
持
ち
放
下
に
扮

す
る
が
、
そ
の
理
由
を
ワ
キ
と
の
［
問
答
］
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

［
問
答
］
…
ツ
レ
、
そ
れ
弓
と
申
す
は
双
調
に
、
烏
兎
の
姿
を
象
り
、

日
月
を
こ
こ
に
現
は
し
、
定
慧
不
二
の
秘
法
を
表
す
、
さ
れ
ば
愛
染

明
王
も
、
神
通
の
弓
を
張
り
、
方
便
の
矢
を
爪
縫
っ
て
、
四
魔
の
軍

を
破
り
給
ふ

［
上
ゲ
歌
］
地
、
さ
れ
ば
わ
れ
ら
も
こ
れ
を
持
ち
、
さ
れ
ば
わ
れ
ら

「
弓
の
段
」
に
美
少
年
趣
味
や
禅
的
教
養
を
見
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残

る
が
、
天
野
氏
の
「
そ
も
そ
も
禅
寺
の
喝
食
で
あ
る
花
月
が
な
ぜ
弓
矢
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
提
起
は
重
要
で
あ
り
、
他
の

視
点
か
ら
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
弓
が
放
下
の
持
ち
物
で
あ

る
と
し
、
〈
花
月
〉
に
も
そ
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
〈
放
下
僧
〉
で
は
シ
テ
（
小
次
郎
の
兄
）
も
放
下
に
扮
す
る
が
、
そ

の
時
持
つ
の
が
団
扇
で
あ
る
。
な
ぜ
団
扇
を
持
つ
の
か
ワ
キ
に
問
わ
れ
る

と
、
「
心
地
修
行
の
便
り
に
て
」
な
ど
の
禅
に
関
す
る
語
句
を
引
き
な
が

ら
、
ツ
レ
と
同
様
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弓
矢
も
団
扇
も
面

白
い
問
答
（
禅
問
答
）
を
導
く
た
め
の
道
具
立
て
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

に
関
す
る
様
々
な
秀
句
を
引
用
し
、
聞
き
応
え
の
あ
る
問
答
を
構
成
す
る

こ
と
が
、
こ
の
場
面
の
主
眼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
物

語
の
展
開
と
し
て
も
こ
の
問
答
は
、
仇
に
さ
と
ら
れ
な
い
た
め
の
「
方
便
」

と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
場
面
な
の
で
、
こ
こ
に
放
下
の
真
の
姿
を

語
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。

放
下
は
「
「
こ
き
り
こ
」
を
鳴
ら
し
、
種
種
の
曲
芸
・
手
品
を
演
じ
た
」

ｓ
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
「
放
下
」
の
項
）
と
説
明
さ
れ

る
よ
う
に
、
様
々
な
芸
を
演
じ
た
。
も
し
弓
が
放
下
の
芸
の
一
つ
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
象
徴
し
た
芸
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
〈
放
下
僧
〉

の
［
問
答
］
を
、
〈
花
月
〉
の
シ
テ
が
弓
矢
を
持
つ
根
拠
と
す
る
の
に
は

異
論
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

三
「
弓
の
段
」
と
「
小
弓
」
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<花月〉の「春の遊び」

「
小
弓
」
と
い
う
遊
戯
で
あ
る
（
以
下
、
遊
戯
の
小
弓
は
「
小
弓
」
と
表

記
す
る
）
。

「
小
弓
」
は
平
安
時
代
か
ら
貴
族
や
子
供
に
賞
玩
さ
れ
て
き
た
遊
戯
で

あ
り
、
決
め
ら
れ
た
本
数
の
矢
で
的
を
狙
い
得
点
を
競
う
も
の
で
あ
る
。

七
夕
伝
説
と
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
「
楊
弓
」
、
子
供
の
正
月
遊
戯
で
あ

る
「
破
魔
矢
」
、
雀
を
的
代
り
と
す
る
「
雀
小
弓
」
な
ど
も
「
小
弓
」
の

一
種
で
あ
る
。
こ
の
「
小
弓
」
が
「
弓
の
段
」
と
関
係
す
る
こ
と
は
す
で

に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集

下
』
「
花
月
」
の
「
主
題
」
で
は
、
「
美
少
年
の
喝
食
の
芸
尽
く
し
の
能
。

冒
頭
の
名
ノ
リ
の
姿
に
似
合
わ
ぬ
物
々
し
い
由
緒
付
け
が
す
で
に
話
芸
・

秀
句
芸
で
あ
り
、
以
下
、
小
歌
・
小
弓
・
曲
舞
・
山
巡
り
と
芸
能
を
連
ね

る
」
と
あ
り
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
」
「
花
月
」
の

｛
Ⅱ
２
）

第
五
段
・
小
見
出
し
に
も
、
「
小
弓
で
鴬
を
ね
ら
う
」
と
あ
る
。
し
か
し

単
な
る
小
さ
い
弓
の
意
の
小
弓
な
の
か
、
遊
戯
と
し
て
の
「
小
弓
」
を
指

し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
し
、
注
釈
な
ど
の
中
で
「
小
弓
」
と
の
関
連

が
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
「
小
弓
」

の
要
素
が
汲
み
取
れ
る
か
、
さ
ら
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
「
弓
の
段
」
の
詞
章
を
見
て
み
る
。

［
□
］
シ
テ
鴬
の
花
踏
み
散
ら
す
細
脛
を
、
大
薙
刀
も
あ
ら
ば
こ

が
た
め
ぞ
か
し
、
異
国
の
養
由
は
、
百
歩
に
柳
の
葉
を
垂
れ
て
、
百

に
百
矢
を
射
る
に
外
さ
ず
、
わ
れ
は
花
の
梢
の
鴬
を
、
射
て
落
と
さ

ん
と
恩
ふ
心
は
、
そ
の
養
由
に
も
劣
る
ま
じ
、
お
う
面
白
や

［
段
寄
］
地
そ
れ
は
柳
こ
れ
は
桜
、
そ
れ
は
雁
が
ね
、
こ
れ
は

そ
、
花
月
が
身
に
敵
が
な
け
れ
ば
、
太
刀
刀
は
持
た
ず
、
弓
は
的
射

ん
が
た
め
、
ま
た
か
か
る
落
花
狼
籍
の
小
鳥
を
も
、
射
て
落
と
さ
ん

戒
め
給
ふ
、
殺
生
戒
を
ば
破
る
ま
じ

前
述
し
た
よ
う
に
「
落
花
狼
籍
」
の
鴬
を
弓
で
射
よ
う
と
し
て
、
「
殺

生
戒
を
破
る
ま
じ
」
と
思
い
留
ま
る
の
が
こ
の
段
の
概
略
で
あ
る
が
、
面

白
い
の
は
こ
の
シ
テ
の
姿
を
「
養
由
」
と
重
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。

養
由
は
、
中
国
春
秋
時
代
に
名
を
馳
せ
た
楚
の
武
人
・
養
由
基
の
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
『
史
記
』
「
周
本
記
第
四
」
に
、

楚
有
養
由
基
者
、
善
射
者
也
、
去
柳
葉
百
歩
而
射
之
、
百
発
而
百
中
之
。

と
あ
る
の
が
、
養
由
の
伝
説
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
日
本
で
も
『
保
元

物
語
』
「
新
院
御
所
各
門
々
固
め
の
事
」
に
「
養
由
が
百
歩
の
芸
」
と
あ

り
、
『
義
経
記
』
巻
第
五
「
忠
信
吉
野
山
の
合
戦
の
事
」
に
も
「
大
唐
の

養
由
は
、
柳
の
葉
を
百
歩
に
立
て
、
百
矢
を
射
け
る
に
百
矢
は
中
り
け
る

と
か
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
記
物
な
ど
で
武
士
の
弓
の
腕
前
を
語
る
場

面
に
お
い
て
、
養
由
の
話
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
百
歩
の
芸
」
が

｛
澱
３
）

養
由
像
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
譜
諺

性
は
、
そ
の
弓
の
名
手
で
あ
る
武
人
・
養
由
を
、
た
か
が
鴬
を
狙
お
う
と

す
る
シ
テ
の
姿
と
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
袈
裟
に
自

ら
の
振
舞
い
を
語
る
シ
テ
の
姿
か
ら
、
逆
に
滑
稽
味
と
少
年
の
幼
さ
を
看

取
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
波
線
部
「
い
で
物
み
せ
ん
」
「
よ
っ
引
き

ひ
ょ
う
ど
」
と
い
う
表
現
は
軍
記
物
に
散
見
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
前

者
は
能
で
も
〈
橋
弁
慶
〉
の
シ
テ
（
弁
慶
）
や
〈
項
羽
〉
の
シ
テ
（
項
羽

寄
っ
て
、

物
見
せ
ん
鴬
と
て
、
履
い
た
る
展
を
踏
ん
脱
い
で
、
大
口
の
稜

を
高
く
取
り
、
狩
衣
の
袖
を
う
っ
肩
脱
い
で
、
花
の
木
陰
に
狙
ひ

う
ぐ
い
す
、
そ
れ
は
養
由
こ
れ
は
花
月
、
名
こ
そ
変
わ
る
と
も
、
…

弓
に
隔
て
は
よ
も
あ
ら
じ
、
い
で
物
見
せ
ん
、
う
ぐ
い
す
。
い
で

よ
っ
引
き
ひ
ょ
う
ど
、
射
ば
や
と

花
の
木
陰
に
狙
ひ

思
へ
ど
も
、
仏
の
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の
霊
）
と
い
う
剛
者
が
敵
に
対
し
て
凄
む
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
喝
食
で
あ
る
花
月
の
振
る
舞
い
と
し
て
は
不
釣
合
い
で
あ
り
、

そ
こ
に
こ
の
場
面
の
面
白
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
弓
の
段
」
は
、
単
に
滑
稽
味
の
あ
る
シ
テ
の
姿
を
描
出
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
シ
テ
の
弓
と
「
小
弓
」
を
関
係
づ
け
る
文
句
も
見
え
る
の

で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
シ
テ
が
弓
を
持
つ
こ
と
を
「
弓
は
的
射
ん
が
た

め
」
と
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
「
小
弓
」
に
と
っ
て
、
「
的
」
は
象
徴

的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
連
歌
の
付
合
書
で
あ
る
「
連
珠
合
壁
集
』

に
も
、

小
弓
ト
ア
ラ
バ
、
鴬
か
ち
ま
け
ま
と
ゐ

と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
和
歌
に
お
い
て
も
「
小
弓
」
と
的
は
関
係
深
い
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

右
近
大
將
道
綱
の
家
に
人
々
小
弓
射
て
あ
そ
び
け
る
時
、
ま
か
り

侍
ら
で
申
し
遣
し
け
る

あ
づ
さ
弓
い
て
も
か
ひ
な
き
身
に
し
あ
れ
ば
け
ふ
の
ま
と
ゐ
に
は
づ

れ
ぬ
る
か
な
（
法
印
慈
應
）

返
し

あ
づ
さ
ゆ
み
君
し
ま
と
ゐ
に
た
ぐ
は
ね
ば
と
も
は
な
れ
た
る
心
ち
こ

そ
す
れ
（
道
命
法
師
）

ｓ
新
拾
遺
和
歌
集
』
十
九
雑
歌
中
）

こ
の
詞
書
に
「
小
弓
射
て
あ
そ
び
け
る
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
小
弓
」

の
歌
と
し
て
「
ま
と
ゐ
」
が
読
み
込
ま
れ
て
お
り
、
両
者
の
緊
密
さ
は
明

白
で
あ
ろ
う
。

弓
は
本
来
武
具
で
あ
り
、
戦
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
わ

ざ
わ
ざ
「
的
射
ん
が
た
め
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
は
、
「
小
弓
」
が
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
騎
者
三
物
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

的
を
狙
う
笠
懸
・
流
鏑
馬
と
い
っ
た
も
の
は
武
士
の
武
芸
鍛
錬
の
た
め
に

大
切
に
さ
れ
て
お
り
、
「
的
」
を
狙
う
の
は
「
小
弓
」
だ
け
と
は
限
ら
な

い
が
、
こ
の
場
合
は
勿
論
こ
の
的
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

喝
食
で
あ
り
少
年
で
あ
る
シ
テ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
「
小
弓
」
の
的

を
表
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
り
自
然
と
い
え
る
。

ま
た
、
そ
の
後
に
「
ま
た
か
か
る
落
花
狼
籍
の
小
鳥
を
も
、
射
て
落
と

さ
ん
が
た
め
ぞ
か
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
「
小
弓
」
を
連
想
さ
せ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
「
小
弓
」
の
一
種
に
は
雀
を
的
代
り
と
す
る
「
雀
小
弓
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
雀
を
糸
で
括
り
、
的
と
し
て
、
射
た
者

が
そ
れ
を
得
る
と
い
う
遊
戯
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
鴬
と
い
う

小
さ
い
鳥
を
狙
う
趣
向
は
、
「
雀
小
弓
」
を
坊
佛
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
詞

章
も
「
落
花
狼
籍
の
小
鳥
（
し
よ
う
ち
ょ
う
こ
と
す
る
箇
所
が
あ
り
、

こ
の
場
面
で
は
弓
で
「
小
さ
な
鳥
」
を
狙
う
趣
向
を
強
調
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
。

さ
ら
に
「
雀
小
弓
」
は
殊
に
少
年
の
遊
戯
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
夫
木

和
歌
抄
」
巻
三
十
一
一
「
雑
十
四
」
西
行
の
歌
に
も
、

し
の
た
め
て
す
ず
め
弓
は
る
を
の
わ
ら
は
ひ
た
ひ
ゑ
ぼ
し
の
ほ
し
げ

な
る
か
な

と
あ
り
、
こ
の
点
も
喝
食
の
少
年
を
描
く
「
弓
の
段
」
と
重
な
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
当
時
の
人
々
は
、
「
的
射
ん
が
た
め
」
と
い
う
詞
章
と
弓
を

手
に
小
鳥
を
追
う
少
年
の
姿
か
ら
、
「
小
弓
」
と
い
う
遊
戯
を
連
想
で
き

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
テ
の
弓
は
こ
の
後
の
場
面
で
は
使
わ
れ

な
い
の
で
、
こ
の
落
花
狼
籍
の
鴬
を
懲
ら
し
め
る
手
段
と
し
て
の
み
登
場

す
る
。
こ
の
手
段
と
し
て
は
、
他
に
も
様
々
な
方
法
・
道
具
を
考
え
る
こ

４８
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<花片〉の「春の遊び」

桜
・
梅
・
鴬
・
霞
な
ど
春
の
風
物
は
数
多
く
あ
る
が
、
「
小
弓
」
も
ま

た
こ
の
季
節
を
象
徴
す
る
遊
戯
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
次
に
挙
げ
る
正

治
二
年
（
一
二
○
○
）
慈
円
か
ら
後
鳥
羽
院
へ
詠
進
さ
れ
た
『
正
治
後
度

百
首
』
の
中
の
和
歌
か
ら
も
分
か
る
。

秋
の
稲
の
を
さ
ま
れ
る
世
の
う
れ
し
さ
は
春
の
遊
び
の
鞠
小
弓
ま
で

こ
れ
は
、
秋
の
収
穫
・
治
世
を
讃
え
た
歌
で
あ
り
、
春
の
情
景
を
読
ん
だ

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
「
春
の
遊
び
の
鞠
小
弓
ま
で
」
と
詠
ま
れ
て

お
り
、
蹴
鞠
・
小
弓
が
春
を
象
徴
す
る
遊
戯
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
一

句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
が
示
す
よ
う
に
、
「
小
弓
」
が
春
の
遊
戯
で

あ
っ
た
こ
と
は
自
明
な
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
、
春
と
「
小
弓
」

の
緊
密
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い

き
た
い
。

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
な
ぜ
「
弓
」
を
用
い
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
「
小
弓
」
か
ら
着
想
を
得
た
と
考
え
る
と
、
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
〈
花
月
〉
の
「
弓
の
段
」
は
「
小
弓
」
と
い
う
遊
戯
が
背
景
に

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
喝
食
の
少
年
で
あ
る
花
月
の
無
邪
気
さ
が
、
「
小

弓
」
で
雀
を
狙
う
こ
と
で
よ
り
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
「
弓
の
段
」
が
花
月
の
少
年
と
し
て
の
幼
さ
を
描
出
す
る
だ
け
の

た
め
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
花
月
の
弓
が
「
小
弓
」
で
あ
っ
た
の
な

ら
、
こ
の
「
弓
の
段
」
は
曲
全
体
の
空
間
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
場

面
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
春
」
と
い

う
季
節
で
あ
る
。

四
「
舂
の
遊
び
の
鞠
小
弓
」

平
安
時
代
以
来
蹴
鞠
・
「
小
弓
」
が
春
を
彩
る
遊
戯
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
」
「
若
菜
上
」
で
は
「
三
月
ば

か
り
」
に
、
源
氏
が
「
今
朝
、
大
将
の
物
し
つ
る
は
、
い
づ
か
た
ぞ
。
い

と
、
さ
う
ざ
う
し
き
を
、
例
の
、
小
弓
射
さ
せ
て
、
み
る
べ
か
り
け
り
。
」

と
光
源
氏
が
六
条
院
に
来
て
い
た
夕
霧
た
ち
に
「
小
弓
」
を
さ
せ
れ
ば
よ

か
っ
た
と
嘆
く
場
面
が
あ
る
が
、
こ
の
時
夕
霧
た
ち
は
蹴
鞠
に
興
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
後
夕
霧
と
柏
木
が
別
れ
る
場
面
で

春
、
惜
し
み
が
て
ら
、
月
の
中
に
、
小
弓
持
た
せ
て
、
〈
六
条
院
に
〉

ま
ゐ
り
給
へ
ｎ
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
脅
店
）
よ
り
の
引
用
。
〈
〉

内
は
筆
者
注
）

と
約
束
す
る
場
面
か
ら
も
「
小
弓
」
と
春
の
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
想
像
で
き

る
。
ま
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
、
有
名
な
女
楽
事
件
を
引
き
起
こ
す

原
因
と
な
っ
た
後
深
草
院
と
亀
山
院
の
小
弓
の
勝
負
が
二
月
の
頃
に
行
わ

れ
て
い
る
し
、
一
回
目
の
勝
負
で
の
後
深
草
院
の
「
負
け
わ
ざ
」
が
、
女

房
た
ち
に
蹴
鞠
童
の
装
束
を
着
せ
て
亀
山
院
に
披
露
す
る
と
い
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
義
経
記
」
巻
第
七
「
平
泉
寺
御
見
物
の
事
」
に
も

富
樫
が
城
を
見
れ
ば
、
三
月
一
二
日
の
事
な
れ
ば
、
傍
に
は
鞠
小
弓
の

遊
び
、
傍
に
は
闘
鶏
、
又
管
絃
、
酒
宴
に
ぞ
見
え
け
る
。
（
日
本
古

典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
か
ら
の
引
用
）

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
蹴
鞠
と
「
小
弓
」
が
結
び
つ
い
て
登
場
す
る
例
で
あ

り
、
そ
の
季
節
が
「
春
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
蹴
鞠
・
「
小
弓
」
の
両
方
が
春
に
縁
の
あ
る
遊
戯
で
あ
っ

た
が
、
殊
更
春
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
「
小
弓
」

の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
文
芸
作
品
以
外
の
資
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

Ａ
諸
門
跡
ノ
藝
ハ
。
詩
歌
茶
香
ノ
會
・
春
ハ
雀
小
弓
也
。
然
シ
テ
近
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Ｂ
小
弓
引
昔
内
裏
に
て
此
事
あ
り
、
地
下
に
も
春
の
遊
び
と
す
。

ｓ
改
正
月
令
博
物
筌
」
（
交
盛
館
一
八
九
五
年
ご

Ａ
は
応
永
二
十
七
年
（
’
四
二
○
）
に
恵
命
院
権
僧
正
宣
守
が
著
し
た

有
職
故
実
書
で
あ
り
、
貴
族
や
僧
侶
の
日
常
生
活
に
不
可
欠
な
知
識
を
解

説
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
諸
門
跡
ノ
藝
」
と
限
定
は
し
て
い
る

も
の
の
、
「
春
ハ
雀
小
弓
」
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
当
時
の
貴

族
の
日
記
な
ど
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
春
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
日
記
『
看
聞

日
記
』
で
は
、
五
～
七
月
に
「
小
弓
」
が
催
さ
れ
て
い
る
例
を
散
見
で
き

る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
統
計
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
春

に
行
わ
れ
て
い
る
記
録
の
方
が
多
く
、
『
海
人
藻
芥
』
の
記
事
と
呼
応
し

て
い
る
と
言
え
る
。

Ｂ
は
文
化
五
年
二
八
○
八
）
貝
原
益
軒
の
『
日
本
歳
時
記
』
を
基
に

鳥
飼
洞
斎
が
著
し
た
俳
譜
の
季
寄
で
あ
る
。
〈
花
月
〉
が
成
立
し
た
時
代

か
ら
は
だ
い
ぶ
下
る
資
料
で
は
あ
る
が
、
季
節
感
を
大
切
に
す
る
俳
譜
の

書
物
で
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
蹴
鞠
（
鞠
）
自
体
は
季
語
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
「
小
弓
」
「
小

弓
引
」
「
雀
小
弓
」
は
い
ず
れ
も
春
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
「
小

弓
」
と
春
と
の
緊
密
さ
は
明
白
で
あ
る
。

平
安
時
代
か
ら
、
中
世
、
近
世
を
通
じ
て
「
小
弓
」
は
春
の
風
物
で
あ
っ

た
が
、
で
は
な
ぜ
「
春
の
遊
び
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
雀
小
弓
」
は
と
も

か
く
、
「
小
弓
」
は
基
本
的
に
は
屋
内
で
も
行
え
る
遊
戯
で
あ
り
、
季
節

代
春
蓮
院
尊
道
親
王
。
理
性
院
僧
正
宗
助
。
囲
碁
會
張
行
有
之
云
々
・

不
可
有
事
也
。
東
寺
ノ
門
徒
殊
可
掛
酌
者
也
。
（
『
海
人
藻
芥
」
二
群

書
類
従
雑
部
」
所
収
ご

た
め
被
浸
霧
露
事
あ
り
、
能
々
可
魁
酌
者
也
、
依
以
春
被
賞
也
。
ｓ
小

弓
肝
要
抄
』
ｓ
雑
芸
叢
書
」
所
収
。
国
書
刊
行
会
一
九
一
五
年
）
）

「
小
弓
肝
要
抄
」
は
、
室
町
中
期
に
藤
原
基
盛
が
編
ん
だ
「
小
弓
」
の

技
術
書
で
あ
る
。
「
小
弓
」
の
専
門
書
は
近
世
に
か
け
て
数
冊
出
版
さ
れ

て
い
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
中
で
は
、
こ
の
書
が
最
も
早
い
成
立
と
な
る
。

こ
れ
に
拠
る
と
、
「
小
弓
」
に
と
っ
て
も
自
然
条
件
が
重
要
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
「
炎
暑
」
「
風
」
「
霧
露
」
な
ど
遊
戯
の
障
り
に
な
る
も
の
が
多
か
っ

た
こ
と
が
解
る
。
屋
内
遊
戯
と
は
い
え
、
庭
先
や
縁
側
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
、
最
も
穏
や
か
な
季
節
で
あ
る

春
が
好
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
嗜
此
道
之
家
、
不
嫌
時
刻
雛
致
稽
古
」

と
あ
る
よ
う
に
、
稽
古
な
ど
は
ど
の
季
節
で
も
で
き
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ

の
遊
戯
を
十
分
に
堪
能
す
る
た
め
に
は
、
「
春
」
と
い
う
空
間
が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
「
小
弓
」
の
技
術
書
の
中
に
わ
ざ
わ
ざ
春
と
い
う
季
節
の

・
天
候
に
関
わ
ら
ず
楽
し
め
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
前
述
の
通
り
、
春
以

外
に
も
「
小
弓
」
が
行
わ
れ
て
い
た
記
録
は
あ
り
、
「
春
の
遊
び
」
と
さ

れ
る
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

「
小
弓
」
と
春
の
縁
に
は
、
様
々
な
要
因
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
季
節
に
好
ま
れ
た
こ
と
の
理
由
の
一
つ
が
次
の
資
料
に
見
え
る
。

た
日
う
ら
、
か
に
風
し
づ
か
な
ら
ば
、
可
成
其
興
也
、
但
も
の
の
し

む
事
は
晩
景
也
、
何
賞
之
、
凡
季
節
事
、
夏
は
炎
暑
も
難
堪
、
又
弓

の
た
め
に
く
く
つ
る
ぎ
て
、
弓
を
は
る
事
不
任
意
之
問
、
其
興
少
、

冬
又
風
は
げ
し
く
て
、
或
的
を
う
ら
が
へ
し
或
矢
を
吹
い
た
ま
し
む

る
間
、
其
興
み
だ
れ
て
し
ま
ず
、
極
熱
柳
寒
其
以
不
宜
、
秋
は
又
弓

｜
時
節
の
事

嗜
此
道
之
家
、
不
嫌
時
刻
雌
致
稽
古
、
以
春
被
賞
翫
者
也
、
お
ほ
か
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<花川の「春の遊び」

菓
冬
は
火
、
因
果
の
果
を
ば
末
後
ま
で
、
一
句
の
た
め
に
残
す
と
い

へ
ば
、
人
こ
れ
を
聞
い
て
（
三
段
［
（
名
ノ
リ
）
］
）

と
あ
る
の
に
、
「
果
月
」
と
は
せ
ず
「
花
月
」
と
す
る
の
が
一
般
的
な
の

も
、
こ
の
曲
に
お
い
て
「
春
」
と
い
う
要
素
が
重
要
で
あ
る
こ
と
の
証
で

（
北
４
）

あ
ろ
う
。

こ
の
季
節
感
の
重
要
性
は
、
今
ま
で
漠
然
と
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
〈
花
月
〉
全
体
を
見
て
み
る
と
、
「
春
」
に
関
す
る
描
写
は
意
外
と

大
切
さ
に
触
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
で

の
記
述
が
一
般
的
に
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
、
「
小
弓
」
が
「
春
の
遊
び
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

季
節
の
変
化
と
は
無
縁
の
遊
戯
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
ど
ん
な
形
で

あ
れ
、
こ
の
遊
戯
が
出
来
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
お

ほ
か
た
日
う
ら
砥
か
に
風
し
づ
か
な
ら
ば
、
可
成
其
興
也
」
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
の
遊
戯
の
面
白
さ
を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
く
れ
る
「
春
」

と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
季
節
の
「
日

う
ら
、
か
」
で
穏
や
か
な
雰
囲
気
を
表
現
し
え
る
遊
戯
が
「
小
弓
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
〈
花
月
〉
は
花
の
盛
り
の
清
水
寺
を
舞
台
と
し

た
曲
で
あ
る
。
シ
テ
の
名
前
を

あ
る
入
わ
が
名
を
尋
ね
し
に
答
へ
て
日
は
く
、
月
は
常
住
に
し
て
言

ふ
に
及
ば
ず
、
さ
て
く
わ
の
字
は
と
問
へ
ば
、
春
は
花
夏
は
瓜
秋
は

五
〈
花
月
〉
の
「
舂
の
遊
び
」

の
友
だ
ち
と
、
中
違
は
じ
と
参
り
た
り

こ
の
台
詞
は
〈
花
月
〉
の
中
で
、
春
と
い
う
季
節
が
最
も
鮮
明
に
語
ら

れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
「
雲
居
寺
」
は
〈
自
然
居
士
〉
の
舞
台
に
も
な
っ

て
い
る
桜
の
名
所
で
あ
る
が
、
シ
テ
は
そ
こ
か
ら
同
じ
く
桜
で
有
名
な
清

水
寺
に
や
っ
て
く
る
。
ま
た
、
「
引
く
」
に
「
心
が
ひ
か
れ
る
」
と
「
弓

を
引
く
」
を
掛
け
、
「
は
る
」
に
「
春
」
と
「
張
る
」
を
掛
け
、
「
引
く
」

「
ゆ
み
」
「
は
る
」
の
縁
語
を
並
べ
る
と
い
っ
た
和
歌
の
修
辞
を
利
用
し
、

詞
章
の
中
に
も
「
春
」
と
い
う
季
節
と
「
弓
」
を
関
係
付
け
な
が
ら
、
そ

の
両
者
を
響
か
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
修
辞
は
和
歌
な
ど
に
も
度
々
用
い
ら
れ
、
決
し
て
珍
し
い

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
わ
ざ
と
「
春
の
遊
び
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
従
来
は
そ
の
ま
ま
「
春
の
遊
び
」
と
解
さ
れ
て
い
た
こ

少
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
こ
の
曲
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
々

と
繰
り
出
さ
れ
る
シ
テ
の
芸
で
あ
る
が
、
小
歌
・
清
水
寺
の
曲
舞
・
錫
鼓

・
山
廻
り
の
謡
い
ず
れ
も
「
春
」
と
の
関
係
は
希
薄
で
あ
る
。
シ
テ
を
「
花

月
」
と
す
る
の
に
、
曲
自
体
に
季
節
感
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
調

和
に
も
思
え
る
。

だ
が
、
シ
テ
が
弓
を
持
つ
理
由
を
「
春
の
遊
び
」
で
あ
る
「
小
弓
」
に

求
め
る
の
な
ら
、
こ
の
曲
の
季
節
感
は
格
段
と
鮮
明
と
な
る
。
つ
ま
り
花

が
咲
き
満
ち
る
清
水
寺
で
、
喝
食
で
あ
る
少
年
が
行
う
の
に
最
も
相
応
し

い
芸
能
と
し
て
「
小
弓
」
の
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
考
え
を
補
強
す
る
の
が
、
シ
テ
が
登
場
し
た
後
の
四
段
［
問

答
］
で
あ
る
。

ア
イ
「
な
に
と
て
今
ま
で
は
遅
く
お
ん
出
候
ふ
ぞ
シ
テ
「
さ
ん
候

ふ
今
ま
で
雲
居
寺
に
候
ひ
し
が
、
花
に
心
を
引
く
弓
の
、
春
の
遊
び
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以
上
、
「
小
弓
」
が
「
春
の
遊
び
」
で
あ
り
、
「
春
」
と
い
う
空
間
で
少

年
が
見
せ
る
芸
と
し
て
、
最
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て

き
た
。
〈
花
月
〉
に
あ
る
様
々
な
芸
能
の
中
で
、
シ
テ
の
身
体
・
春
と
い

う
空
間
の
両
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
こ
の
「
弓
の
段
」
で
あ
っ

た
と
い
え
、
こ
の
曲
に
あ
る
季
節
感
は
、
こ
の
芸
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
無
邪
気
な
少
年

の
姿
・
芸
能
の
物
ま
ね
、
そ
し
て
春
と
い
う
季
節
が
、
こ
の
「
弓
の
段
」

に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
演
出
で
は
、
シ
テ
は
小
弓
と
は

言
え
ぬ
大
き
な
弓
を
携
え
登
場
す
る
が
、
本
来
も
っ
と
小
さ
い
弓
を
持
っ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
芸
は
、
単
に
芸
尽

く
し
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
〈
花
月
〉
の
作
者
が
意
図
し

の
文
句
は
、
暗
に
「
小
弓
」
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
引
く
弓

の
、
春
の
遊
び
」
を
「
小
弓
と
い
う
春
の
遊
び
」
と
も
解
釈
で
き
る
し
、

慈
円
の
歌
に
あ
っ
た
「
春
の
遊
び
の
鞠
小
弓
」
と
も
重
な
る
。
や
は
り
こ

の
［
問
答
］
も
シ
テ
の
弓
が
「
小
弓
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
内
容
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
［
問
答
］
の
後
は
、
小
歌
を
挟
ん
で
「
弓
の
段
」
と
な
る
。
桜
の

花
の
下
、
「
雀
小
弓
」
を
模
し
た
趣
向
は
、
「
雀
」
の
祷
り
に
「
鴬
」
を
狙

う
こ
と
で
一
層
春
め
い
た
風
情
を
醸
し
だ
し
て
い
る
。
〈
花
月
〉
の
前
半

は
、
ま
さ
に
「
花
月
」
の
名
に
相
応
し
く
清
水
寺
の
「
春
」
と
い
う
空
間

描
写
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
テ
の
弓
は
、
〈
花
川
〉
に
在

る
「
春
」
を
具
現
化
す
る
働
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
む
す
び

た
空
間
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

［
注
］

１
代
表
的
な
も
の
は
、
竹
本
幹
夫
氏
の
「
親
子
物
狂
能
考
」
急
能
楽
研
究
」

六
号
一
九
八
一
年
、
後
『
観
阿
弥
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』
（
明
治
杏

院
一
九
九
九
年
）
に
所
収
）
と
大
谷
節
子
氏
の
「
物
狂
能
の
変
遷
」

（
『
国
語
国
文
」
一
九
八
三
年
十
Ⅱ
）
で
あ
る
。

２
他
に
細
川
涼
一
氏
が
「
大
覚
寺
譜
』
の
記
事
に
触
れ
な
が
ら
、
花
月
の

弓
が
「
小
弓
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
「
逸
脱
の
日
本
中

仙
ｌ
狂
気
・
倒
錯
・
魔
の
世
界
』
（
洋
泉
社
、
一
九
九
六
年
）
第
二
嗽

「
中
世
寺
院
の
稚
児
と
男
色
」
）

３
こ
こ
で
「
そ
れ
は
雁
が
ね
」
と
、
養
由
が
雁
を
射
た
と
し
て
い
る
が
、

中
国
の
諸
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
は
『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
鵺
」

の
「
昔
の
養
山
は
雲
の
外
の
雁
を
い
き
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
、

岩
波
Ⅲ
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
川
染
ｒ
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

４
曲
名
を
〈
来
月
〉
と
表
記
す
る
の
は
、
室
町
記
の
下
掛
り
古
写
本
に
多

い
。
詞
章
か
ら
判
断
す
る
と
「
采
Ⅱ
」
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
季
節

な
ど
を
考
え
て
「
花
月
」
と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
天
野
文
雄

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
只
花
月
〉
の
禅
的
趣
向
」
）
。

（
い
か
い
た
か
み
つ
・
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
兼
任
所
員
）
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