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【
拠
点
企
画：

紀
州
獅
子
の
復
元
】

『
御
世
話
筋
秘
曲
』
の
解
読
と
復
元
の
記
録

山

中

玲

子

本
稿
は
、
和
歌
山
市
の
和
歌
山
城
整
備
企
画
課
と
能
楽
研
究
所
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
」
と
の
共
催
に
よ
る
「
紀
州
獅

子
」
の
復
元
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
復
元
の
背
景
と
な
る
紀
州
獅
子
の
成
立
と
そ
の
後
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
宮
本
圭
造
所

員
に
よ
る
別
稿
「『
御
家
石
橋
』
の
成
立
と
相
伝
の
経
緯
」
で
扱
う
こ
と
と
し
、
本
稿
は
、
実
現
に
い
た
る
経
緯
、
復
元
に
際
し
て
の
方

針
、
根
拠
と
し
た
資
料
と
そ
の
解
読
結
果
、
実
際
の
上
演
を
前
提
に
調
整
し
た
譜
や
型
な
ど
を
記
録
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

一
、
復
元
に
い
た
る
経
緯
と
上
演
メ
ン
バ
ー

二
〇
一
四
年
、
宮
本
所
員
の
も
と
に
、
和
歌
山
市
の
和
歌
山
城
整
備
企
画
課
か
ら
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
和
歌
山
城
西
之

丸
跡（
公
園
）に
「
わ
か
や
ま
歴
史
館
」
を
創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
角
に
紀
州
藩
に
関
す
る
展
示
の
一
つ
と
し
て
紀
州
徳
川
家
版

《
石
橋
》（
い
わ
ゆ
る
紀
州
獅
子
）の
コ
ー
ナ
ー
を
作
り
、
そ
こ
で
復
元
し
た
紀
州
獅
子
の
上
演
映
像
を
流
し
た
い
、
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。

つ
ま
り
今
回
の
復
元
は
、
研
究
的
な
興
味
で
一
部
の
古
演
出
を
演
じ
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
一
曲
通
し
て
の
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本
格
的
上
演
を
前
提
と
し
た
復
元
の
希
望
だ
っ
た
。
こ
の
企
画
は
、
研
究
所
が
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
と
し
て
進
め
て
い
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
「
江
戸
時
代
の
能
楽
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」「
能
楽
の
演
出
・
技
法
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
の
双
方
に
関
わ
る

も
の
で
も
あ
っ
た
た
め
、
能
楽
研
究
所
と
の
共
催
で
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
復
元
の
中
心
は
後
場
の
演
出（
乱
序
と
獅
子
の
舞
）に
な
る

の
で
そ
ち
ら
は
能
楽
研
究
所
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
、
資
料
の
調
査
や
提
供
、
能
役
者
の
方
々
と
の
連
絡
等
を
能
楽
研
究
所
の
宮
本
・
山

中
両
名
が
主
に
担
当
し
た
。
ま
た
、
シ
テ
の
装
束
や
作
リ
物
の
復
元
な
ど
制
作
に
関
わ
る
実
務
は
和
歌
山
城
整
備
企
画
課
が
担
当
し
、

個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
能
役
者
・
制
作
者
・
能
楽
研
究
所
・
和
歌
山
城
整
備
企
画
課
が
相
談
し
つ
つ
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
研
究
所
内
で
い
く
つ
か
基
本
資
料
に
あ
た
り
、
同
時
に
シ
テ
方
喜
多
流
の
香
川
靖
嗣
氏
、
葛
野
流
大
鼓
方
の
亀
井
忠
雄
氏
に
ご
相

談
し
、
非
常
に
重
い
習
事
で
あ
る
獅
子
の
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
復
曲
し
能
楽
堂
で
上
演
・
収
録
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
可

能
だ
と
し
て
そ
の
場
合
の
条
件
は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
か
を
検
討
し
た
。
香
川
氏
を
通
し
て
喜
多
流
職
分
会
に
も
諮
り
、
二
〇
一
五
年
四

月
、
正
式
に
承
認
を
頂
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
決
定
を
待
つ
間
に
大
倉
流
小
鼓
方
の
大
倉
源
次
郎
氏
、
観
世
流
太
鼓
方
の
小
寺
佐

七
氏
、
森
田
流
笛
方
の
杉
信
太
朗
氏
に
も
そ
れ
ぞ
れ
前
も
っ
て
お
願
い
し
、
現
行
と
は
異
な
る
譜
の
「
復
元
」
と
「
演
奏
」
に
つ
い
て
御

協
力
頂
け
る
と
の
了
解
を
得
た
。
紀
州
獅
子
は
特
に
後
シ
テ
の
登
場
す
る
「
乱
序
」
の
部
分
に
大
き
な
変
更
が
あ
る
た
め
、
当
初
、
重
い

習
事
と
し
て
完
成
し
て
い
る《
石
橋
》の
形（
あ
る
い
は
格
）を
崩
す
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
心
配
が
演
者
の
方
た
ち
に
は

あ
っ
た
が
、
以
下
で
述
べ
る
通
り
現
行
の
技
法
に
基
づ
い
て
の
演
奏
が
十
分
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
現
行《
石
橋
》の
重
要
性
を

尊
重
し
て
復
元
に
あ
た
る
こ
と
を
お
約
束
し
て
了
解
を
得
、
結
果
的
に
は
全
面
的
な
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
「
紀
州
獅
子
」
は
そ
の

名
の
通
り
獅
子
の
部
分
に
特
徴
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は《
石
橋
》の
能
で
あ
り
テ
キ
ス
ト
に
変
更
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ワ
キ
や
地
謡
の

担
当
部
分
は
、
細
か
な
位
取
り
や
心
持
ち
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば
ほ
ぼ
現
行
の
通
り
で
あ
る
。
一
方
狂
言
は
、
紀
州
藩
お
抱
え
の
松
井
家

（
大
蔵
流
）の
台
本
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
囃
子
の
よ
う
な
「
復
元
」
は
必
要
な
か
っ
た
が
、
現
行
と
は
違
う
「
貞
享
松
井
本
」（
能
楽
資
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料
集
成
１６
）の
長
い
台
詞
を
そ
の
ま
ま
演
じ
て
頂
く
こ
と
に
し
、
大
蔵
流
の
大
蔵
教
義
氏
に
お
願
い
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
復
元
上
演
ま
で
に
必
要
な
作
業
の
量
が
役
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
特
に
三
役
は
多
忙
な
方
々
が
多
か
っ
た
た
め
、
復

元
の
た
め
の
研
究
会
や
打
ち
合
わ
せ
も
パ
ー
ト
別
、
あ
る
い
は
問
題
点
に
関
わ
る
メ
ン
バ
ー
ご
と
に
行
っ
た
。
復
元
の
成
果
は
一
番
の
能

と
し
て
正
式
に
上
演
し
、
収
録
し
た
映
像
は
編
集
を
経
て
、
現
在
は
、「
わ
か
や
ま
歴
史
館
」
に
て
上
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一

七
年
一
月
二
九
日
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
古
典
芸
能
へ
の
招
待
」
に
て
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
放
映
さ
れ
た
。
収
録
の
た
め
の
上
演
に

出
演
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
以
下
の
方
々
で
あ
る
。

前
シ
テ（
童
子
）・
後
シ
テ（
獅
子
）：

香
川
靖
嗣

ワ
キ（
寂
昭
法
師
）：

宝
生
欣
哉

ア
イ（
せ
が
れ
仙
人
）：

大
蔵
教
義

笛：

杉
信
太
朗

小
鼓：

大
倉
源
次
郎

大
鼓：

亀
井
忠
雄

太
鼓：

小
寺
佐
七

地
謡：

粟
谷
能
夫（
地
頭
）・
出
雲
康
雅
・
粟
谷
明
生
・
長
島
茂
・
友
枝
雄
人
・
金
子
敬
一
郎
・
友
枝
真
也
・
大
島
輝
久

後
見

友
枝
昭
世

塩
津
哲
生

中
村
邦
生

二
、
基
礎
資
料
と
復
元
の
方
針

紀
州
で
の
獅
子
復
元
は
、
寛
永
末
年（
１
６
４
３
）頃
、
紀
州
藩
主
徳
川
頼
宣
の
主
導
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
森
田
庄
兵
衛

（
笛
）・
大
橋
次
郎
兵
衛（
太
鼓
。
観
世
国
広
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
）両
人
の
聞
き
知
っ
て
い
た
譜
が
一
致
し
、
そ
の
伝
承
に
基
づ
い
て
の
復

曲
と
な
っ
た
と
い
う
。
大
鼓
は
葛
野
九
郎
兵
衛
、
小
鼓
は
葛
野
茂
右
衛
門
。
復
曲
前
後
の
状
況
や
、
お
世
話
筋
の
秘
伝
が
貴
志
喜
太
夫
↓

十
河
源
右
衛
門
↓
徳
田
隣
忠
と
伝
わ
っ
た
詳
細
に
つ
い
て
は
宮
本
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
も
あ
れ
、
我
々
の
手
元
に
残
る
今
の
と
こ
ろ

最
古
の
資
料
は
、
正
徳
五
年（
１
７
１
５
）に
相
伝
を
受
け
た
徳
田
隣
忠
に
よ
る
、
享
保
三
年（
１
７
１
８
）奥
書
『
御
世
話
筋
秘
曲
』（
坂
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元
雪
鳥
編
、
能
楽
史
料
第
一
編
、
わ
ん
や
書
店
（
１
）

）で
あ
る
。
相
伝
の
時
点
で
最
初
の
復
元
か
ら
七
十
年
も
経
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
少

な
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
慎
重
に
相
伝
さ
れ
て
き
た
と
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
テ
の
装
束
や
作
リ
物
、
後
見
の
作

法
ま
で
総
合
的
に
記
さ
れ
て
い
る
同
書
を
今
回
の
復
元
の
第
一
資
料
と
し
た
。
同
書
の
よ
う
に
総
合
的
な
資
料
は
他
に
な
い
が
、
後
場
の

演
出
に
つ
い
て
は
次
に
古
い
も
の
と
し
て
寛
延
元
年（
１
７
４
８
）奥
書
『
能
・
囃
子
習
事
関
係
伝
書
（
２
）
』
が
あ
り
、『
御
世
話
筋
秘
曲
』
で

は
詳
細
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
を
参
照
し
た
。
こ
の
二
つ
が
古
い
資
料
で
、
あ
と
は
江
戸
後
期
・
明
治
初
期
の
各
家

の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
古
演
出
の
復
元
に
際
し
て
は
、
古
い
資
料
が
断
片
的
で
不
完
全
な
場
合
に
は
こ
う
し
た
後
代
の
資

料
を
現
行
演
出
と
古
演
出
と
を
つ
な
ぐ
鍵
と
し
て
用
い
る
の
が
普
通
だ
が
、
今
回
の
場
合
は
最
古
の
資
料
と
次
に
古
い
資
料
が
最
も
詳
し

く
包
括
的
な
記
述
を
有
し
て
い
る
の
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
の
復
元
を
試
み
、
後
代
の
説
に
は
あ
え
て
耳
を
傾
け
な
い

よ
う
に
し
た
。

か
つ
て
横
道
萬
里
雄
氏
は
、
廃
絶
曲
の
復
元
に
は
①
原
上
演
時
の
様
式
・
実
態
の
再
現
、
②
現
行
演
目
に
準
じ
た
様
式
・
実
態
の
設
定
、

③
現
代
能
と
し
て
の
様
式
・
実
態
の
工
夫
、
と
い
う
三
つ
の
方
法
が
あ
る
と
説
い
た
（
３
）

。
①
は
要
す
る
に
す
べ
て
昔
の
通
り
と
い
う
こ
と
。

装
束
も
歩
行
の
仕
方
や
謡
い
方
も
室
町
時
代
の
実
態
に
戻
す
と
い
う
の
は
不
可
能
だ
が
、
資
料
で
遡
れ
る
限
界
ま
で
遡
っ
た
復
元
の
例
と

し
て
、「
秀
吉
が
見
た
卒
都
婆
小
町
」（
横
浜
能
楽
堂
企
画
公
演
。
二
〇
〇
二
年
）が
あ
る
。
②
は
当
該
曲
が
廃
絶
さ
れ
ず
今
ま
で
残
っ
て

い
た
ら
ど
ん
な
姿
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
考
え
方
。
謡
本
に
「
僧
三
人
」
と
あ
っ
て
も
僧
一
人
の
形
に
変
え
、
立
シ
ャ
ベ
リ
だ
っ
た
間

狂
言
も
語
リ
ア
イ
に
し
、「
吟
・
所
作
・
装
束
の
着
付
な
ど
も
」
現
行
の
形
に
し
て
の
復
元
と
な
る
。
③
は
新
作
能
と
同
じ
考
え
方
で
、

現
代
に
お
い
て
上
演
す
る
意
味
を
考
え
新
し
い
囃
子
事
や
配
役
の
工
夫
な
ど
を
お
こ
な
う
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
横
道
氏
は
「
②
は
形

式
的
な
簡
単
な
復
元
」
と
し
て
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
し
、
現
代
に
廃
絶
曲
を
復
元
す
る
の
な
ら
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
工
夫
を
す
べ
き
と

い
う
立
場
を
取
ら
れ
る
。
た
と
え
ば《
当
願
暮
頭
》の
復
曲（
国
立
能
楽
堂
。
一
九
九
一
年
）に
際
し
法
華
八
講
の
場
で
声
明
を
採
り
入
れ
た
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謡
を
作
曲
す
る
な
ど
、
実
際
に
大
胆
な
工
夫
を
多
く
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
復
元
に
際
し
て
我
々
が
取
っ
た
方
針
は
、
①
〜
③
の
中
で
は
②
に
最
も
近
い
と
考
え
て
い
る
。「
紀
州
獅
子
」
は
江
戸
時
代
に

な
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た（
こ
の
時
に
も
古
来
の
伝
承
の
復
元
で
は
あ
っ
た
）演
出
で
、
現
存
の
付
類
も
江
戸
中
期
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
①

は
そ
も
そ
も
想
定
で
き
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
現
在
の
技
法
に
よ
る
復
元
と
な
る
。
ま
た
、
③
の
立
場
を
取
ら
な
か
っ
た
の
は
、
紀
州
獅

子
も
謡
の
テ
キ
ス
ト
は〈
石
橋
〉と
同
じ
で
、
あ
く
ま
で〈
石
橋
〉の
一
つ
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も〈
石
橋
〉は
現
在
、
重
い
習
事
と
し

て
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
何
か
現
行
演
出
と
は
違
う
こ
と
や
正
統
で
は
な
く
見
え
る
演
技
や
演
奏
を

提
案
す
る
際
、「
古
い
資
料
に
あ
る
の
で
」
と
お
願
い
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、「
こ
こ
を
面
白
く
し
た
い
の
で
」
と
い
う
理
由
は
通
じ
な

い
だ
ろ
う
。
現
在
の
技
法
を
用
い
現
役
の
能
役
者
に
演
じ
て
も
ら
う
以
上
、
重
い
習
事
と
い
う
点
を
尊
重
し
た
い
と
考
え
た
の
は
前
述
の

と
お
り
で
あ
る
。

た
だ
し
、
②
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
「
僧
三
人
」
と
あ
っ
た
ら
僧
三
人
で
や
っ
て
み
る
、
立
シ
ャ
ベ
リ
な
ら
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う

点
で
、
今
回
の
復
元
方
針
は
横
道
氏
の
言
わ
れ
る
②
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
ご
都
合
主
義
と
の
誹
り
は
避
け
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

装
束
の
着
付
け
方
や
カ
マ
エ
・
ハ
コ
ビ
、
強
吟
・
弱
吟
の
区
別
や
拍
子
あ
た
り
な
ど
、
現
在
の
能
を
支
え
て
い
る
基
本
的
な
枠
組
み
は
そ

の
ま
ま
に
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚
的
な
違
和
感
や
拒
否
反
応
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
た
う
え
で
、
謡
本
に
書
い
て
あ
る
指
示
や
型

付
・
囃
子
付
の
記
事
に
あ
る
通
り
を
可
能
な
限
り
舞
台
上
に
再
現
し
て
み
る
と
い
う
形
の
復
元
も
、
横
道
式
と
は
少
し
違
う
が
、
や
は
り

「
当
該
曲
が
廃
絶
さ
れ
ず
今
ま
で
残
っ
て
い
た
ら
ど
ん
な
姿
に
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
復
元
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
こ
の

能
が
廃
絶
さ
れ
ず
に
現
行
曲
に
な
っ
て
い
た
ら
」
で
は
な
く
、「
こ
の
演
出
が
廃
絶
さ
れ
ず
現
代
の
技
法
で
演
じ
ら
れ
た
な
ら
」
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
研
究
活
動
の
一
環
で
も
あ
り
、
ま
た
「
わ
か
や
ま
歴
史
館
」
に
と
っ
て
も
、
紀
州
獅
子
の
本
来
の
形

を
知
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
現
代
の
技
法
に
よ
る
復
元
で
あ
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
、
文
字
で
書
か
れ
て
残
っ
て
い
る
古
い
形
を
舞
台
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上
に
蘇
ら
せ
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
も
現
行
の
重
い
習
い
事
の
技
法
を
用
い
る
と
い
う
点
で
、
現
行
演
出
に
引
き
ず
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
は
否
め
な
い
。
紀
州
獅
子
は
能
の
技
法
が
す
で
に
あ
る
程
度
固
定
し
て
い
る
江
戸
前
期
に
、
初
め
か
ら
重
い
習
事
と
し
て
作
ら
れ
伝

承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
紀
州
獅
子
が
次
第
次
第
に
現
在
の
普
通
の
獅
子
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
乱
序
」

の
部
分
な
ど
は
紀
州
獅
子
の
専
売
特
許
で
、
そ
れ
を
真
似
て
現
行
の
獅
子
の
乱
序
が
出
来
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
行
の
「
乱

序
」
の
技
法
を
手
が
か
り
に
紀
州
獅
子
の
「
乱
序
」
の
譜
を
読
み
解
き
復
元
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
の
予
想
の
も
と
、
基
本
資

料
の
解
読
を
し
て
い
っ
た
。

三
、『
御
世
話
筋
秘
曲
』
に
基
づ
く
復
元

【
装
束
・
作
リ
物
】

シ
テ
の
人
体
・
装
束
・
作
リ
物
等
、『
御
世
話
筋
秘
曲
』
に
基
づ
い
て
復
元
で
き
る
も
の
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
同
書
は
著
名
な
資
料
で

活
字
で
も
簡
単
に
読
め
る
の
で
、
乱
序
や
獅
子
舞
の
演
出
以
外
は
逐
一
本
文
を
引
用
す
る
の
を
控
え
、
要
点
の
み
を
以
下
に
掲
げ
る
。

作
リ
物
は
「
紅
白
薄
色
三
本
也
」
と
あ
り
、
常
の
紅
白
の
牡
丹
の
他
に
薄
色（
薄
紫
色
と
説
明
さ
れ
る
が
赤
み
が
か
っ
て
お
り
、
色
見

本
な
ど
で
見
る
と
渋
い
ピ
ン
ク
色
と
も
見
え
る
）の
牡
丹
が
一
本
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
今
回
は
、
京
都
の
「
美
也
古
商
会
」
が

同
書
口
絵
写
真
に
あ
る
図
も
参
照
し
て
、
ピ
ン
ク（
牡
丹
色
）と
白
の
絞
り
咲
き
の
よ
う
な
形
に
制
作
し
た
。
モ
ノ
ク
ロ
の
写
真
か
ら
で
は

色
が
判
ら
ず
、
た
し
か
に
モ
ノ
ク
ロ
の
図
を
見
る
と
絞
り
咲
き
に
も
見
え
る
の
で
、
資
料
に
忠
実
に
制
作
し
た
の
だ
と
思
う
。
原
本
の
図

に
は
色
が
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
確
認
が
で
き
れ
ば
三
本
目
の
牡
丹
は
違
っ
た
形
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
「
囃
子
出
揃
、
作
物
台
出
ス
」
と
あ
る
の
で
、
紀
州
獅
子
の
場
合
、
現
行
演
出
と
は
違
い
牡
丹
の
作
リ
物
は
前
場
か
ら
出
る
こ
と
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に
な
る
。
こ
れ
は
「
乱
序
」
や
後
シ
テ
の
装
束
な
ど
が
非
常
に
重
い
秘
事
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
ら
し
い
。
中
入
後
は
幕
の
そ
ば

を
屏
風
で
囲
い
、
装
束
も
見
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
あ
る
の
で
、
作
リ
物
台
も
後
場
の
差
し
障
り
を
避
け
、
前
も
っ
て
出
し
て
お
く
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
今
回
の
復
元
で
も
指
示
通
り
冒
頭
か
ら
舞
台
上
に
作
リ
物
を
出
し
た
が
、
一
方
で
、
作
リ
物
の
台
を
持
っ
て
出
た
後
見

の
そ
の
後
の
作
法
や
楽
屋
で
後
場
の
装
束
を
隠
す
べ
き
こ
と
な
ど
の
指
示
に
は
従
っ
て
い
な
い
。
後
見
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
の
作
法
が

現
在
と
違
っ
て
お
り
、
ま
た
本
書
に
遍
在
す
る
秘
密
主
義
も
現
在
で
は
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
客
席
か
ら
見
え

な
い
裏
側
の
復
元
は
、
今
回
の
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。

前
シ
テ
は
「
慈
童

唐
団
扇
」
と
あ
る
の
で
、
老
人
で
は
な
く
て
童
子
。
後
シ
テ
は
「
胸
掛
」
な
る
も
の
を
付
け
る
の
が
現
行
と
大
き

く
違
う
点
で
あ
る
。「
白
シ
ユ
ス
又
ハ
白
ヌ
メ
、
地
厚
ヨ
シ
。
裏
、
白
絹
ハ
リ
ナ
リ
、
ネ
リ
モ
ヨ
シ
」
と
あ
る
が
、
現
代
の
感
覚
で
見
る

と
獅
子
の
迫
力
が
殺
が
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
シ
テ
の
香
川
氏
も
最
後
ま
で
逡
巡
さ
れ
て
い
た
が
、
お
願
い
し
て
付
け
て
頂
い
た
。

た
だ
し
無
地
で
は
な
く
銀
で
強
い
文
様
が
入
る
生
地
を
用
い
強
さ
を
出
し
た
。
佐
々
木
能
衣
装
の
制
作
で
あ
る
。

【
獅
子
の
舞
】

舞
の
前
に
登
場
楽
の
〔
乱
序
〕
が
あ
る
が
、
こ
の
乱
序
の
復
元
が
も
っ
と
も
複
雑
な
の
で
、
他
の
資
料
と
併
せ
て
後
に
詳
述
す
る
こ
と

に
し
、
先
に
獅
子
舞
の
部
分
に
つ
い
て
記
す
。
当
該
部
分
を
後
に
は
「
ク
ル
イ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
が
、
本
書
で
は
ま
だ
そ
の
呼
称
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
構
成
は
、「
掛
リ
段
・
地
手
一
段
メ
・
地
手
二
段
メ
・
吹
返
シ
三
段
メ
・
地
手
四
段
メ
・
甲
手
五
段
メ
・
呂
手
六

段
メ
・
大
返
シ
七
段
メ
・
上
ゲ
ノ
段
」
の
九
段
。
各
段
の
型
は
活
字
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
引
用
し
な
い
が
、「
第
一
舞
方
」「
第
二

舞
方
」「
第
三
舞
方
」
の
三
種
に
つ
き
、
台
の
置
き
方
や
舞
台
上
の
軌
跡（
一
部
）も
含
め
、
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
ま
た
本
書
は
、
こ
の

三
種
を
さ
ら
に
舞
い
分
け
て
「
二
十
一
通
ノ
獅
子
」
が
可
能
と
し
、
そ
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
く
。
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獅
子
は
九
段
ナ
レ
ド
モ
、
カ
ヽ
リ
ノ
段
、
揚
ノ
段
ハ
段
ニ
不
入
、
舞
方
同
ジ
舞
ナ
リ（
ａ
）。
中
七
段
ヲ
獅
子
舞
ト
云
。
仍
テ
七
段
宛

三
通
ア
レ
バ
三
七
廿
一
通
リ
之
獅

（ゝ
ｂ
）ト
云
。
此
事
仮
初
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
テ
至
極
ノ
事
也
。
努
々
人
ニ
不
可
語
ト
ナ
リ
。

此
三
通
リ
ヲ
何
レ
ノ
段
ヘ
成
ト
モ
心
任
セ
ニ
組
合（
ｃ
）�
�
舞
時
ハ
、
幾
度
舞
テ
モ
人
見
ト
ル
事
ナ
シ（
ｄ
）、
相
勤
ル
前
日
ナ
ド
ニ

申
合
ニ
舞
タ
ル
ヲ
、
当
日
必
舞
コ
ト
勿
レ（
ｅ
）、
目
早
キ
者
ハ
見
ト
ル
ベ
シ
。
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ヲ
御
勘
エ
被
遊
、
廿
一
通
ト
ハ
御
意
有

シ
ト
也
。
又
、
人
ニ
生
得
達
者
ア
リ
不
達
者
ア
リ
、
年
若
キ
時
ア
リ
年
長
タ
ル
ト
キ
ア
リ
、
不
達
者
ニ
テ
ハ
一
生
獅
子
舞
コ
ト
ナ
ラ

ヲ
ノ
レ

ズ
、
無
念
ノ
事
ナ
リ
、
仍
テ
此
舞
方
ノ
内
ニ
テ
組
合
ス
レ
バ
、
不
達
者
モ
己
分
相
応
ノ
働
、
獅
子
ハ
可
舞
ナ
リ（
ｆ
）、
年
極
リ
六

十
ニ
カ
ヽ
リ
タ
ル
者
ハ
是
非
ニ
不
及
、
五
十
迄
モ
マ
ハ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ハ
、
此
三
通
リ
ヲ
タ
ン
レ
ン
セ
バ
、
五
十
マ
デ
ハ
其
相
応
ニ
ハ

舞
ル
ヽ
ナ
リ（
ｇ
）。
有
難
キ
御
工
夫
ナ
リ
。
人
々
相
応
足
ニ
叶
フ
ヤ
ウ
ニ
組
合
テ
舞（
ｈ
）ト
ノ
教
也
。

右
の
傍
線
部
か
ら
、
九
段
構
成
の
う
ち
冒
頭（
掛
リ
）と
終
わ
り（
ト
メ
）を
除
く（
ａ
）七
段
の
舞
い
様
が
三
種
ず
つ
あ
り（
ｂ
）、
第
一
〜

第
三
種
の
各
段
の
型
は
他
の
種
と
完
全
に
入
れ
替
え
自
由
で
、
順
番
さ
え
守
れ
ば
ど
の
よ
う
に
も
組
み
合
わ
せ
が
可
能
だ
っ
た（
ｃ
）こ
と

が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
七
段
が
三
種
ず
つ
で
二
十
一
通
り
と
い
う
計
算
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
し
た
理
由
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は

こ
の
秘
伝
を
盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る（
ｄ
）。
前
日
の
申
し
合
わ
せ
と
本
番
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
さ
せ
る（
ｅ
）ほ
ど
の
警

戒
ぶ
り
だ
が
、
一
方
で
、
も
う
一
つ
の
狙
い
は
、
不
達
者
の
者
で
も
年
を
取
っ
て
か
ら
で
も
舞
え
る
よ
う
に
易
し
い
舞
い
方
か
ら
高
度
な

舞
い
方
ま
で
取
り
揃
え
て
お
く
こ
と
だ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る（
ｆ
ｇ
ｈ
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
紀
州
獅
子
」
は
、
最
高
の
技
量
を
持
っ

た
も
の
に
だ
け
し
か
許
さ
れ
な
い
超
絶
技
巧
の
曲
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
右
の
引
用
部
分
の
少
し
前
に
、

三
種
の
舞
方
は
、「
草
行
真
ト
建
テ
」
と
あ
り
、
た
し
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
型
付
を
見
る
と
、
第
一
が
最
も
易
し
く
第
三
は
か
な
り
難
度
の

高
い
動
き
が
並
ん
で
い
る
ら
し
い
。
一
例
と
し
て
ト
メ（
上
げ
）の
段
を
比
べ
て
み
よ
う
。
傍
線
ａ
で
は
「
舞
方
同
じ
」
と
言
わ
れ
、
七
段

の
数
に
は
入
ら
な
い
ト
メ
に
も
、
実
は
台
か
ら
飛
び
降
り
る
型
に
わ
ず
か
な
違
い
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
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①
台
ヱ
上
リ
左
ノ
足
ヨ
リ
先
へ
左
ヱ
飛
下
リ
、
ヒ
ャ
リ
ヤ
ラ
ヽ
ト
小
廻
リ
ニ
弐
ツ
廻
リ
下
ニ
ロ
ク
ニ
居
ル
。

②
台
ヱ
上
リ
左
ヨ
リ
飛
下
リ
、
左
へ
小
廻
リ
弐
ツ
シ
テ
下
ニ
ロ
ク
ニ
居
、
上
ル
。

③
台
ヱ
上
リ
但
左
ノ
台
へ
上
リ
、
右
ノ
台
ヱ
ウ
ツ
リ
扨
飛
下
リ
小
廻
リ
上
ル
尤
下
ニ
ロ
ク
ニ
居
ル
。

１
は
左
足
か
ら
片
足
ず
つ
時
間
差
で
飛
び
降
り
る
型
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
こ
の
よ
う
に
左
足
や
右
足
の
こ
と
を
指
す
と
き
は
足
と
明
記
す

る
の
で
、
②
の
「
左
ヨ
リ
」
は
左
の
台
か
ら
の
意
と
理
解
で
き
る
。
こ
ち
ら
は
他
の
箇
所
に
も
あ
る
よ
う
に
両
足
を
揃
え
て
飛
び
降
り
る

の
だ
ろ
う
。
③
も
同
じ
く
両
足
を
揃
え
て
飛
び
降
り
る
の
だ
ろ
う
が
、
左
の
台
か
ら
右
の
台
ヘ
飛
び
移
っ
て
か
ら
飛
び
降
り
て
い
る
。
①

↓
②
↓
③
と
難
易
度
が
上
が
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、「
真
行
草
」
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
「
草
行
真
」
の
三
種
と
言
っ
て
い
る
こ
と
と

も
対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
を
設
け
る
こ
と
は
、
単
に
秘
密
を
守
る
た
め
に
組
み
合
わ
せ
数
を
多
く
す
る
場
合
に
は
不
要
な
工
夫
で

あ
り
、
不
達
者
で
も
年
を
取
っ
て
も
舞
え
る
よ
う
に
と
い
う
二
つ
目
の
理
由
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

同
書
に
は
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
頼
宣
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
玄
人
の
能
役

者
が
相
手
な
ら
不
達
者
な
者
に
秘
曲
の
獅
子
を
無
理
に
舞
わ
せ
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。「
人
ニ
生
得
達
者
ア
リ
不
達
者
ア
リ
」
と
い
う
配

慮
も
「
不
達
者
ニ
テ
ハ
一
生
獅
子
舞
コ
ト
ナ
ラ
ズ
、
無
念
ノ
事
ナ
リ
」
と
い
う
同
情
も
、
能
役
者
に
向
け
て
と
い
う
よ
り
、
四
十
代
前
半

で
紀
州
獅
子
を
作
っ
た
自
身
の
老
後
や
、
能
の
才
の
な
い
子
孫
た
ち
を
想
定
し
て
の
も
の
と
見
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
紀
州
獅
子
は
、

本
来
君
主
の
た
め
の
舞
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
秘
事
を
隠
す
た
め
と
い
う
理
由
も
理
屈
と
し
て
は
通
じ
る
が
、
申
し
合
わ
せ
と
本

番
を
変
え
ろ
と
い
う
指
示
が
現
実
に
守
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
二
十
一
通
り
は
、
た
と
え
老
齢
と
な
っ
て
も
、
あ
る
い
は
頼

宣
ほ
ど
は
能
の
才
が
な
く
て
も
、
紀
州
の
殿
様
で
あ
る
以
上
は
紀
州
獅
子
が
舞
え
る
よ
う
に
、
と
い
う
配
慮
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
復
元
に
あ
た
っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
組
み
合
わ
せ
を
一
つ
に
決
め
た
。
そ
の
形
を
以
下
に
掲
げ
る
。
①
〜
③
の
数
字
は
『
御
世
話
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筋
秘
曲
』（
以
下
『
隣
忠
』）の
第
一
〜
第
三
の
舞
い
方
に
対
応
し
て
い
る
。
実
際
に
動
い
て
み
て
現
代
の
理
解
で
は
明
確
で
な
い
と
こ
ろ

に
つ
い
て
は
、
寛
延
元
年
奥
書
『
能
・
囃
子
習
事
関
係
伝
書
』（
以
下
『
寛
延
』）の
記
事
も
参
照
し
た
。
同
書
は
『
隣
忠
』
に
三
十
年
遅

れ
、
型
の
細
部
や
名
称
に
は
小
異
が
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
秘
事
で
あ
る
獅
子
舞
を
ど
う
記
述
す
る
か（
ど
の
よ
う
な
情
報
を
ど
の
よ
う

に
書
き
留
め
る
か
）と
い
う
付
記
載
の
ス
タ
イ
ル
は
『
隣
忠
』
に
酷
似
し
、
内
容
も
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
（
４
）
。

掛
リ
段

①
舞
台
ヘ
入
、
仕
手
柱
ノ
内
常
之
能
之
立
所
ニ
而
下
居
、
右
之
膝
ツ
キ
頭
下
ル
、
笛
ヒ
シ
ク
、
テ
レ
ツ
テ
ン
テ
ン
ト
頭
上
ゲ
、

ヒ
ウ
イ
タ
ウ
ラ
ト
頭
フ
リ
出
シ
、
ル
ラ
ト
ル
ラ
ト
頭
振
下
ス
。

地
一
段

①
角
取
左
ヘ
廻
リ
、
廻
リ
返
シ
、
右
へ
飛
ク
ハ
ツ
シ
、
頭
振
ル
。

地
二
段

②
立
テ
左
の
角
ヘ
行
キ
行
キ
ヤ
ウ
左
ノ
身
ヲ
カ
ヱ
行
、
ヒ
ャ
ラ
リ
ヤ
ト
拍
子
フ
ミ
込
、
右
へ
飛
廻
リ
頭
振
ク
ハ
ツ
シ
。

吹
返
シ
三
段

②
立
テ
右
へ
行
、
廻
リ
フ
ミ
込
そ
り
返
リ
、
畜
生
足
三
ツ
、
頭
振
下
居
ル
。

地
四
段

③
立
テ
台
ノ
方
ヱ
小
廻
シ
テ
出
但
シ
小
廻
リ
右
へ
ス
ル
、
フ
ミ
込
そ
り
返
リ
下
ニ
居
頭
振
ル

ト

ロ

ト

甲
五
段

③
立
テ
左
ノ
方
ノ
台
ヱ
上
リ
、
ヒ
ャ
ラ
リ
ヤ
ト
拍
子
、﹇
ヒ
ャ
ウ
ヒ
ヤ
ロ
ト
右
ノ
足
ヲ
左
ヘ
出
シ
、
拍
子
ノ
ヤ
ウ
ニ
弐
ツ
爪

先
ニ
テ
打
﹈、
ヒ
ャ
ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ト
右
ノ
台
ヱ
飛
飛
ヤ
ウ
左
ノ
足
ヨ
リ
、﹇
ト
ル
ヒ
ヤ
ロ
ウ
ロ
ト
又
左
ノ
足
ノ
爪
先
ニ
テ
拍
子
ノ
ヤ

ウ
ニ
弐
ツ
打
﹈、
扨
ヒ
ヤ
ロ
ウ
ロ
ト
ル
ヒ
ヤ
ト
又
左
ノ
台
ヱ
左
ノ
足
ヨ
リ
モ
ド
リ
サ
マ
ニ
そ
り
返
り
シ
テ
、
正
面
向
、
畜
生

足
壱
ツ
見
セ
其
足
ヲ
引
サ
マ
ニ
又
右
ノ
台
へ
飛
、
下
居
頭
振
ル
。
但
シ
台
ノ
上
飛
違
ハ
弐
ツ
ニ
而
モ
三
ツ
ニ
テ
モ
手
柄
次
第
ナ
リ
、
然
ド
モ
難
成
所

作
ユ
ヱ
壱
ツ
ニ
テ
ヨ
シ
。

呂
六
段

③
台
ヨ
リ
下
リ
下
リ
ヤ
ウ
前
ニ
同
、
仕
手
柱
ノ
方
行
、
左
ヘ
そ
り
返
り
シ
テ
、
扨
其
身
ヲ
右
へ
巻
込
�
�
幾
ツ
モ
�
�
シ
テ
台

ノ
前
左
角
ヘ
行
、
左
ヘ
身
ヲ
引
キ
右
へ
飛
下
ニ
居
頭
振
。
但
此
巻
返
シ
身
シ
ナ
ヱ
ネ
バ
悪
し
。

大
吹
返
シ
七
段

③
立
テ
右
ノ
方
ヘ
行
、
右
ヱ
小
廻
リ
シ
テ
右
ノ
ヒ
ザ
ツ
キ
ク
ハ
ツ
シ
、
又
左
ヘ
ク
ハ
ツ
シ
、
又
右
へ
ク
ハ
ツ
シ
、
立
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テ
﹇
シ
カ
ケ
開
キ
サ
マ
ニ
﹈
角
ノ
花
ヲ
見
て
ク
ハ
ツ
シ
、
右
へ
飛
廻
リ
下
ニ
居
頭
振
。

上
ゲ
ノ
段

③
台
ヱ
上
リ
但
左
ノ
台
へ
上
リ
、
右
ノ
台
ヱ
ウ
ツ
リ
扨
飛
下
リ
小
廻
リ
上
ル
尤
下
ニ
ロ
ク
ニ
居
ル
。

地
四
段
の
二
重
傍
線
部
、
小
廻
リ
の
後
に
フ
ミ
込
と
あ
る
型
は
『
寛
延
』
で
は
「
小
廻
し
て
直
ニ
右
ノ
足
を
台
ヘ
ち
よ
と
上
ケ
」
と
あ

り
、
台
の
上
に
踏
み
込
む
型
ら
し
い
。
今
回
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
呂
六
段
の
二
重
傍
線
部
は
、
舞
台
上
の
動
線
が
『
隣

忠
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
考
に
し
た（
下
図
参
照
）。﹇

﹈
で
く
く
り
抹
消
線
を
引
い
た
部
分
は
、
少
な
く
と
も
現
行
の
技

法
で
演
じ
た
と
き
に
何
ら
か
の
無
理
が
あ
る
た
め
割
愛
し
た
型
で
あ
る
。
甲
五
段
の
爪
先
で
拍
子
を
取
る
型
は
、「
第
三
舞
方
」
だ
け
の

も
の
で
あ
り
採
り
入
れ
ら
れ
れ
ば
面
白
い
と
シ
テ
の
香
川
氏
も
工
夫
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、「
右
の
足
を
左
へ
出
し
て
爪
先
で
二
つ
拍

子
」
と
い
う
ダ
ン
ス
の
よ
う
な
型
を
演
ず
る
と
、
こ
こ
ま
で
持
続
し
て
き
た
獅
子
の
力
が
抜
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
断
念
し
た
。

代
わ
り
に
普
通
の
足
拍
子
を
踏
み
、
獣
足
を
入
れ
た
。
同
様
の
考
え
方
で
、
吹
返
シ
三
段
の
「
畜
生
足
三
ツ
」
は
一
つ
に
抑
え
て
い
る
。

左
右
の
台
の
間
を
飛
び
移
る
型
も
「
成
り
が
た
き
所
作
ゆ
え
壱
つ
に
て
よ
し
」
と
の
注
記
通

り
一
回
限
り
。
こ
こ
で
何
度
も
飛
び
移
る
に
は
、
囃
子
の
演
奏
が
現
在
よ
り
ゆ
っ
く
り
し
て

い
る
か
、
動
き
の
方
が
軽
業
的
な
も
の
で
な
い
と
無
理
だ
ろ
う
。
大
返
シ
六
段
の
抹
消
部
分

も
、
同
じ
く
現
行
の
し
っ
か
り
と
し
た
動
き
で
は
時
間
的
に
無
理
が
あ
る
た
め
省
略
し
た
。

そ
の
他
、
全
体
を
通
し
て
「
飛
廻
リ
」
と
な
っ
て
い
て
も
今
回
の
収
録
で
は
飛
ば
ず
に
反
り

返
る
よ
う
な
型
で
演
じ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
無
理
な
部
分
が
あ
っ
て
も
後
半
に
多

く
③
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
今
回
の
復
元
で
採
用
し
た
一
畳
台
を
横
に
並
べ
る
ス
タ
イ
ル

が
、「
第
三
舞
方
」
に
限
る
演
出
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
や
第
二
で
は
縦
に
繋
げ
て
正
方
形
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に
近
い
形
に
置
く
一
畳
台
を
第
三
だ
け
が
横
に
並
べ
、
し
か
も
少
し
間
を
あ
け
て
お
り
、
当
然
こ
の
二
つ
の
台
を
行
き
来
す
る
型
も
多
く

な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
二
十
一
通
り
可
能
な
の
だ
か
ら
一
畳
台
を
横
に
並
べ
て
お
い
て
第
一
や
第
二
の
型
を
演
じ
て
も
よ
い
わ
け
だ
が
、

今
回
の
香
川
氏
の
復
元
は
、
特
別
な
置
き
方
を
活
か
し
て
作
ら
れ
た
第
三
の
型
を
可
能
な
か
ぎ
り
用
い
て
い
る
。

【
乱
序
】

『
隣
忠
』
が
「
此
序
天
下
ニ
ナ
キ
序
ナ
リ
。
可
秘
可
敬
ト
也
」
と
明
言
す
る
よ
う
に
、
紀
州
獅
子
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
「
乱
序
」
に

あ
る
。『
隣
忠
』
の
後
半
、
御
世
話
筋
石
橋
の
由
来
を
詳
説
す
る
部
分
に
は
、
徳
川
吉
宗
が
喜
多
七
大
夫
を
召
し
て
舞
わ
せ
た《
石
橋
》に

は
序
が
無
く
「
今
度
の
獅
子
は
望
月
と
同
断
」
と
見
え
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
当
時
他
流
の《
石
橋
》に
は
現
在
の
よ
う
な

〔
乱
序
〕
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
「
序
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
伝
授
を
受
け
て
舞
っ
た
隣
忠
自
身
が
記
す
と
こ
ろ

を
見
て
み
よ
う
。
左
の
引
用
は
、
全
体
の
構
成
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
内
容
に
従
っ
て
改
行
し
、
仮
に
番
号
を
振
っ
て
い
る
。

１

中
入
シ
テ
装
束
着
シ
、
幕
近
ク
カ
ヽ
リ
、
扨
半
幕
ニ
シ
テ
囃
子
エ
知
セ
、
幕
下
シ
打
出
シ
待
、

２

笛

ヒ

ヒ
ー
ウ
ー
リ
ー
ウ
リ
ウ
リ
ウ
リ
ウ
リ
ウ
ヒ

ト
吹
ク
、
大
小
太
鼓
乱
序
打
出
ス
。

３

〇
ヲ
ヒ
ャ
ー
リ
ー
ヤ
ロ
ウ
ー
ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ
、
ヒ
ウ
ヒ
ウ
イ
ヤ
リ
ウ
ロ
ウ
ロ
リ
、

爰
替
リ
メ
、
幕
上
太
夫
出
ル
、
此
足
口
伝
ナ
リ
。

４

囃
子
又
乱
序
ニ
ナ
ル
。

ヒ
ヒ
ャ
リ
ヤ
ロ
ウ
ー

ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ

ヒ
ャ
リ
ヤ
リ
ウ
ヒ
ャ
リ
ヤ
リ

ト
足
留
ル
。
爰
打
合
ナ
リ
。

但
太
夫
ノ
足
ヲ
ミ
テ
、
笛
大
小
大
コ
留
ニ
ア
ラ
ス
。
笛
一
ハ
イ
ニ
足
ヲ
留
ル
コ
ト
ナ
リ
。
橋
掛
ノ
長
短
ヲ

勘
エ
留
ナ
リ
。
扨
打
合
ノ
頭
ス
ミ
、
笛
ヒ
ト
ヒ
シ
ク
ト
、
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５

太
コ
バ
カ
リ

右
左
ニ
打

同

右
斗
ニ
テ
片
ハ
チ
大
ニ
打

テ
テ
ン

テ
テ
ン

テ
ン

太
夫

左
ノ
足
ヨ
リ

右
ノ
足
ヨ
リ

左
ヘ
飛

右
へ
飛

太
コ
ニ
合
如
此
飛

獅
子
飛
ト
云
ナ
リ

６

扨
又
乱
序
ニ
ナ
ル
。
飛
タ
ル
身
ヲ
ク
ヅ
サ
ス
ニ
、
一
ノ
松
遍
迄
ラ
ン
序
ニ
テ
出
、
足
ヲ
留
ル
。

太
コ

●
―
●
―
●
ト
乱
序
留
、
イ
ヤ
ト
声
バ
カ
リ
カ
ケ
ル
。

７

是
ニ
テ
左
ノ
足
ヲ
上
ル
ト
大
小
太
コ
流
ス
。
身
ヲ
引
カ
ヘ
流
ニ
テ
舞
台
ヘ
ハ
シ
リ
込
、
常
ノ
序
所
ニ
テ
下
ニ
居
ル
。
笛
ヒ
シ
ク
。

頭
下
ル
。
テ
レ
ツ
テ
ン
テ
レ

獅
子
ニ
ナ
ル
。
此
序
、
天
下
ニ
ナ
キ
序
ナ
リ
。
可
秘
可
敬
ト
也
。

現
行《
石
橋
》の
〔
乱
序
〕
は
、「
序（
乱
序
１
）・
露
ノ
拍
子
・
出
ノ
乱
序（
乱
序
２
）」
の
三
節
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
記
事
に
は

「
乱
序
」
が
三
度
出
て
く
る（
二
重
傍
線
部
）。
つ
ま
り
、
紀
州
獅
子
の
場
合
は
現
行
よ
り
段
数
が
多
く
、「
打
出
か
ら
幕
挙
げ（
乱
序
１
）」

「
乱
序
２
」「
獅
子
飛
び
」「
乱
序
３
」
と
い
う
四
節
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
行《
石
橋
》に
特
徴
的
な
「
露
の
拍
子
」

が
な
く
、
代
わ
り
に
太
鼓
と
シ
テ
の
型
を
合
わ
せ
る
特
別
の
部
分（
獅
子
跳
び
）が
あ
る
。『
隣
忠
』
後
半
に
記
さ
れ
る
諸
記
事
を
信
ず
れ

ば
、
現
行
各
流
の
乱
序
は
紀
州
獅
子
乱
序
の
秘
事
が
次
第
に
伝
わ
っ
て
形
を
変
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
乱

序
が
一
区
切
り
し
た
と
こ
ろ
に
入
る
印
象
的
な
獅
子
飛
び
の
型
と
太
鼓
の
手
が
、
形
を
変
え
て（
し
か
し
同
じ
く
一
度
静
ま
っ
た
と
こ
ろ

で
囃
子
の
音
を
効
果
的
に
聞
か
せ
る
と
い
う
目
的
で
）、「
露
の
拍
子
」
の
演
出
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
も

資
料
の
探
索
を
続
け
て
み
た
い
と
思
う
。

全
体
の
構
成
を
確
認
し
た
う
え
で
、
も
う
一
度
１
か
ら
細
か
く
見
て
い
く
と
、
ま
ず
、
半
幕
が
囃
子
方
へ
の
合
図
と
な
っ
て
い
る
。
現

行
の《
石
橋
》で
は
囃
子
方
が
見
合
っ
た
う
え
で
演
奏
開
始
と
な
る
の
み
で
、
半
幕
の
よ
う
な
シ
テ
と
関
わ
る
合
図
は
な
い
。
２
の
記
述
は
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少
々
問
題
が
あ
る
。
囃
子
付
で
は
な
い
の
で
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
を
見
た
だ
け
で
は
笛
が
傍
線
を
付
し
た
譜
を
す
べ
て
吹
い
た

後
に
打
楽
器
が
乱
序
を
打
ち
出
す
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
譜
が
始
ま
っ
た
時
点
で
す
ぐ
に
乱
序
を
打
ち
出
す
の
か
、
よ
く
判
ら
な
い
。
時

代
が
下
る
と
太
鼓
の
瀬
本
家
系
統
の
伝
承
が
多
く
残
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
太
鼓
方
の
重
要
性
を
非
常
に
強
調
し
た
も
の
に
な
っ
て

お
り
、
２
の
部
分
も
、
笛
の
ヒ
シ
ギ
と
ユ
リ
の
間
は
太
鼓
の
一
調
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、『
隣
忠
』
で
は
「
大
小
太
鼓
乱
序
打
出
ス
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
一
調
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
笛
の
唱
歌
と
打
楽
器
の
譜
を
並
べ
て
書
く
方
法
は
い
く
ら
で
も
在
る
の
だ
か
ら
、

笛
の
吹
き
出
し
と
同
時
に
打
楽
器
も
打
ち
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
は
簡
単
だ
っ
た
の
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

こ
こ
は
、
傍
線
部
の
笛
を
聞
い
た
後
に
、
打
楽
器
が
第
一
の
乱
序
を
打
ち
出
す
と
素
直
に
読
ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
今
回
は
そ

の
よ
う
に
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
、
笛
が
そ
の
第
一
の
乱
序
を
あ
し
ら
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
今
回
の
収
録
時
に

は
、
打
楽
器
が
乱
序
を
奏
す
る
間
も
続
け
て
笛
が
あ
し
ら
う
形
と
し
た
。『
隣
忠
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
譜
を
笛
が
吹
く
こ
と
に
は
抵
抗

も
感
じ
た
が
、
何
か
の
合
図
で
は
な
い
ア
シ
ラ
イ
笛
の
唱
歌
は
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
正
直
に
言
え
ば
、
資
料
の

上
で
は
っ
き
り
し
な
い
箇
所
で
、
特
に
効
果
も
な
い
の
に
現
行
の
演
出
と
違
う
こ
と
を
や
る
の
を
避
け
た
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
り
、

も
し
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
の
第
一
の
乱
序
を
笛
の
ア
シ
ラ
イ
な
し
で
演
奏
す
る
形
も
試
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
「
大
小

太
鼓
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
無
視
し
て
、
後
代
の
瀬
本
家
の
付
に
併
せ
て
太
鼓
の
一
調
に
す
る
よ
り
は
、『
隣
忠
』
の
記
事
に
誠
実
な

復
元
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

３
と
４
も
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
け
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、「
替
リ
メ
」
と
「
幕
上
げ
」
の
関
係
も
『
寛
延
』
の
記

事
と
は
微
妙
に
違
う
。
唱
歌
の
前
に
付
さ
れ
て
い
る
〇
印
の
意
味
も
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、「
爰
替
リ
メ
」
の
「
爰
」
が
〇
印
を
指
す

の
か
唱
歌
の
部
分
を
指
す
の
か
も
、
こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
判
ら
な
い
。
こ
の
点
は
『
寛
延
』
の
記
事
と
合
わ
せ
て
後
述
す
る
が
、
４
以
降

の
演
出
は
明
ら
か
で
、
シ
テ
は
笛
の
唱
歌
い
っ
ぱ
い
に
橋
掛
に
出
、
笛
の
「
リ
ヤ
リ
」
に
合
わ
せ
て
止
ま
る
。
大
小
太
鼓
の
合
頭
と
笛
の
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ヒ
シ
ギ
を
合
図
に
５
の
「
獅
子
飛
び
」
に
な
り
、
太
鼓
の
「
テ
テ
ン
」「
テ
テ
ン
」
に
合
わ
せ
て
「
左
・
右
」
と
片
足
ず
つ
跳
ぶ
。
６
の

「
扨
又
乱
序
」
以
下
は
、
現
行
と
も
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
ナ
ガ
シ
に
合
わ
せ
て
舞
台
に
走
り
込
ん
で
く
る
形
で
あ
る
。

演
出
研
究
と
し
て
は
こ
の
程
度
の
情
報
で
十
分
だ
が
、
い
ざ
上
演
と
な
る
と
、
細
部
を
具
体
的
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

前
述
の
通
り
三
十
年
遅
れ
る
が
太
鼓
の
手
や
笛
の
唱
歌
も
詳
述
す
る
『
寛
延
』
の
記
事
を
参
照
し
た
（
５
）
。
同
書
に
は
シ
テ
の
型（
Ａ
）と
囃
子

の
手
組（
Ｂ
）が
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
、
両
者
の
乱
序
の
部
分
だ
け
を
順
に
掲
げ
る
。『
隣
忠
』
と
同
様
段
落
を
分
け
、

『
隣
忠
』
と
対
応
す
る
箇
所
に
同
じ
数
字
を
振
っ
た
。
後
述
の
如
く
３
４
と
⑶
⑷
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。

Ａ
シ
テ
の
型
付

１

一
、
半
幕

２

序
ノ
出
、
太
コ

⑶

○
―
○

○
―
○

テ
ン
テ
レ
ツ
ク
テ
ン
テ
ン

○
幕
上
ル

○―○
テ
テ
ン

花
ヲ
身
共
ニ
見
込

左

右

⑷

片
ハ
チ

ハ
イ
ヤ
、
此
ハ
ニ
左
足
よ
り
ウ
ケ
上
ケ
テ
、
ハ
イ
ヤ

ハ
イ
ヤ
也

ヒ
ヤ
リ
ヤ
リ
ト
足
ト
メ
ル
、
橋
か
ゝ
り
長
短
有
へ
し
。
短
ハ
手
前
、
長
キ
ハ
中
ホ
ト
。
太
コ
ノ
手
ヲ
聞
、
打
合
ノ
頭

５

ヒ

花
ヲ
見
込
、
左
へ
飛

右
へ
飛

左
ヲ
引
花
見
込

テ
テ
ン

テ
テ
ン

テ
ン

此
打
合
頭
ヒ

一
二
三

一
二

（
６
）

６

ハ
イ
ヤ
、
此
ハ
ニ
右
ノ
足
ヨ
リ
出
、
ヒ

ヤ
リ
ヤ
リ
ト
、
松
ノ
き
わ
に
て
足
ト
メ
、
イ
ヤ
ト
左
リ
ノ
足
ヲ
上
ル
、
イ
ヤ
ト
左
ヲ
引
、
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ゆ
ふ
ニ
右
よ
り
内
へ
ハ
シ
リ
入
、
大
つ
ゝ
ミ
ノ
さ
き
ニ
而
ヒ
ラ
キ
、
ク
ハ
シ
、
ヒ
ト
頭
共
ニ
両
手
モ
下
ル
、
テ
レ
ツ
テ
ン
テ
ン
ト

頭
ヲ
上
、
ふ
り
込
か
ゝ
り

Ｂ
太
鼓
と
笛

２

ヒ
ヒ
ウ
リ
ウ
リ
ウ
リ
ウ
ヒ
、
左
ハ
ト
メ

テ

テ
ン

テ

テ
ン

右

左

⑶

○
―
○

○
―
○

テ
ン
テ
レ
ツ
ク
テ
ン

テ
ン

○
此
間
し
は
ら
く

○―○
テ
テ
ン

⑷

カ
ハ
リ
メ

片
ハ
チ

ヲ
ヒ
ャ
リ
ウ
ヤ

ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ

ヒ
ユ
イ
ヤ
リ
ウ
ヒ
ヤ
リ
ヤ
リ

ヲ
ヒ
ャ
リ
ウ
ヤ
ロ
ウ
ロ
ウ

イ
エ
イ

ヤ

ハ

イ
エ
イ

イ

ヤ

ロ
ウ
ロ
ウ
ロ
ウ
ヒ
ユ
イ
ヤ
リ
ウ
ヒ
ヤ
リ
ヤ
リ

イ
ヤ
ト
ト
メ

○
テ
ン

○
テ
ン

テ
レ
ツ
ク
ツ
ク
テ
レ
ツ
ク
ツ
ク
テ
ン

５

頭

大
小
共
打
合

ヒ

テ
テ
ン
テ
テ
ン

テ
ン

イ
エ
イ

６

ヲ
ヒ
ャ
リ
ウ
ヤ
ロ
ウ
ロ
ウ

�
�
�
�
�
�
ヒ
ユ
イ
ヤ
リ
ウ
ヒ
ャ
リ
ヤ
リ
イ
ヤ
ト
メ

イ
ヤ
ト
声
掛
、
ナ
カ
シ

太
コ
ヤ
メ

ヲ
ヒ
ャ
リ
ウ
ヤ
ロ
ウ
ロ
ウ

�
�
�
�
�
�
ヒ
ユ
イ
ヤ
リ
ウ
ヒ
ヤ
リ
ヤ
リ
ヲ
ヒ
ャ
リ
ヤ

フ
ヒ
ヤ
ロ
ル
リ
ヒ

ナ
カ
シ
、
小
つ
ゝ
ミ
ハ
太
コ
ト
揃
、
大
つ
ゝ
ミ
ハ
間
ヲ
ナ
カ
ス

以
上
の
資
料
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
紀
州
獅
子
の
乱
序
に
つ
い
て
太
鼓
の
手
組
や
笛
の
唱
歌
、
型
と
囃
子
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
、
も
う

少
し
具
体
的
な
こ
と
が
判
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
一
方
、『
隣
忠
』
と
『
寛
延
』
で
の
齟
齬
も
あ
る
。
最
も
大
き
な
違
い
は
２
の
部
分

で
あ
る
。
Ｂ
を
見
る
と
、
冒
頭
の
笛
の
間
は
太
鼓
だ
け
が
打
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
Ａ
の
「
序
ノ
出
、
太
コ
」
は
、
冒
頭
は
太

鼓
だ
け
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
す
ぐ
後
の
○
―
○
以
下
が
太
鼓
の
手
だ
と
い
う
指
示
と
思
う
が
、
Ｂ
の
「
左
ハ
ト
メ
」
は
、
こ
こ
ま
で
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笛
に
合
わ
せ
て
奏
し
て
い
た
太
鼓
を
ハ
声
で
留
め
る
と
い
う
意
味
に
十
分
読
め
る
し
、
事
実
、
後
代
の
瀬
本
家
系
統
の
付
で
は
、
最
初
が

太
鼓
の
一
調
に
な
っ
て
い
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
『
隣
忠
』
に
「
大
小
太
鼓
乱
序
打
出
ス
」
と
明
記
し
て
お
り
、
こ
れ
を

隣
忠
の
誤
記
や
記
憶
違
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
も
見
出
せ
な
い
の
で
、
こ
こ
は
『
隣
忠
』
に
従
う
。

続
く
３
・
４
の
部
分
は
、
四
角
で
囲
っ
た
「
幕
上
げ
」「
替
り
目
」「
片
ば
ち
」
等
の
位
置
が
資
料
ご
と
に
ず
れ
て
お
り
、
太
鼓
の
一
調

の
手
と
幕
上
げ
と
ど
ち
ら
が
先
か
、
ど
こ
を
「
替
り
目
」
と
捉
え
て
い
る
か
、
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
隣
忠
』
の
３
だ
け
を
見

る
と
笛
の
譜
に
合
わ
せ
て
の
幕
上
げ
と
も
読
め
る
が
、
Ａ
Ｂ
の
⑶
は
具
体
的
な
型
や
手
組
を
詳
し
く
書
き
込
み
、
笛
が
始
ま
る
前
に
太
鼓

の
手
に
合
わ
せ
て
の
幕
上
げ
と
な
っ
て
い
る
。『
隣
忠
』
３
の
「
此
足
口
伝
ナ
リ
」
に
相
当
す
る
の
が
Ａ
⑷
の
傍
線
部
と
思
わ
れ
、
そ
の

「
片
バ
チ
」（
太
鼓
が
右
の
撥
で
打
つ
こ
と
）に
合
わ
せ
て
吹
か
れ
る
Ｂ
の
唱
歌
と
『
隣
忠
』
３
・
４
の
唱
歌
は
同
じ
も
の
ら
し
い
。
つ
ま

り
、
Ａ
Ｂ
の
⑶
は
『
隣
忠
』
の
「
爰
替
リ
メ
、
幕
上
太
夫
出
ル
」
に
相
当
し
、
し
た
が
っ
て
「
爰
」
は
前
行
の
○
印
の
説
明
と
判
断
で
き

そ
う
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、「
笛
の
ヒ
シ
ギ
と
ユ
リ
の
後
、
打
楽
器
が
一
度
目
の
乱
序
を
打
ち
出
し
、
太
鼓
が
テ
ン
テ
レ
ツ
ク

テ
ン
テ
ン

テ
ン

と
打
っ
た
後
、
幕
が
上
が
り
、
シ
テ
は
花
を
見
込
ん
で
、
太
鼓
の
テ
テ
ン
。
そ
こ
か
ら
笛
が
吹
き
出
し
て
第
二
の
乱

序
と
な
る
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
後
、
二
度
目
の
乱
序
で
出
た
シ
テ
が
止
ま
る
と
こ
ろ
の
太
鼓
は
Ｂ
か
ら
本
打
込
と

判
る
の
で
そ
の
通
り
。
大
小
太
鼓
の
合
頭
の
後
に
「
獅
子
飛
び
」
と
な
る
。
以
降
は
現
行
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
『
隣
忠
』
と
Ａ
Ｂ
の
記
述
も

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

付

収
録
し
た
演
出
の
譜

以
上
述
べ
て
き
た
解
読
を
踏
ま
え
今
回
の
収
録
に
際
し
て
演
奏
し
た
乱
序
の
譜
を
、
以
下
に
掲
げ
る
。
譜
１
は
小
寺
氏
作
成
の
太
鼓
付

に
亀
井
氏
が
大
鼓
の
手
と
シ
テ
の
位
置
、
ク
ル
イ
の
段
数
、
当
日
の
シ
テ
と
囃
子
方
の
名
を
書
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
譜
２
〜
４
は
こ
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の
手
付
と
杉
信
太
朗
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
唱
歌
等
を
も
と
に
、
八
割
風
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
項
で
は
『
隣
忠
』
の
記
事
に
沿
い
つ
つ
『
寛
延
』
の
記
事
も
参
照
し
て
推
定
し
た
形
を
示
し
た
が
、
実
演
と
収
録
に
際
し
て
は
、

「
獅
子
舞（
ク
ル
イ
）」
の
場
合
と
同
様
、
資
料
の
通
り
に
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
最
も
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
「
幕
挙
げ
」

を
二
度
お
こ
な
っ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
は
資
料
に
は
な
い
演
出
で
あ
る
。
Ａ
に
は
幕
を
上
げ
た
と
こ
ろ
で
シ
テ
が
「
花
を
身
共
に
見
込
」

と
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
演
技
を
幕
内
で
お
こ
な
っ
て
も
、
現
在
の
橋
掛
と
舞
台
の
位
置
関
係
で
は
効
果
が
な
い
。
せ
っ
か
く
紀
州
獅
子
に

特
徴
的
な
型
と
し
て
演
ず
る
の
な
ら
見
え
る
形
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
幕
上
げ
と
同
時
に
三
ノ
松
辺
ま
で
出
る
こ
と
と
し
た
。
喜
多

六
平
太
記
念
能
楽
堂
な
の
で
幕
か
ら
の
距
離
は
短
い
が
、
シ
テ
が
出
て
下
が
る
時
間
を
と
る
た
め
、
太
鼓
の
手
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
幕
を

挙
げ
、
太
鼓
の
手
の
間
に
シ
テ
は
も
う
一
度
幕
ま
で
戻
り
、
改
め
て
４
の
「
囃
子
又
乱
序
ニ
ナ
ル
」
あ
た
り
で
登
場
し
直
す
形
と
し
た
。

ま
た
、
一
度
挙
げ
た
幕
を
そ
の
ま
ま
に
は
で
き
ず
下
ろ
す
の
で
、
も
う
一
度
幕
を
挙
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
う
一
点
、
以
下
に
記
す
笛

の
唱
歌
が
『
隣
忠
』
や
『
寛
延
』
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
は
な
く
、
現
行
の
森
田
流
の
唱
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
目
立
つ
違
い
か
と

思
う
。
こ
れ
は
、
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
も
唱
歌
の
表
記
は
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
、
今
回
の
復
元
で
は
全
体
の

構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、「
こ
こ
で
乱
序
の
笛
が
吹
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
判
れ
ば
、
そ
の
唱
歌
が
、
た
と
え
ば

「
ヲ
ヒ
ャ
ー
」
で
始
ま
る
か
「
ヒ
ヒ
ャ
ー
」
で
始
ま
る
か
ま
で
厳
密
に
な
ぞ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。
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【譜３】

110



【譜４】

111 『御世話筋秘曲』の解読と復元の記録



注

（
１
）

能
楽
研
究
所
に
は
、
こ
の
能
楽
史
料
本
の
底
本
と
思
わ
れ
る
資
料
の
複
写
が
あ
る
。
か
つ
て
梅
若
玄
祥
氏
が
閲
覧
と
複
写
を
許
可
し
て
下

さ
っ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
「
獅
子
舞
」
や
「
乱
序
」
の
付
に
つ
い
て
考
察
す
る
部
分
で
は
、
小
字
の
注
記
や
唱
歌
と

手
組
の
位
置
関
係
な
ど
の
正
確
を
期
す
る
た
め
、
こ
の
複
写
資
料
を
引
用
し
て
い
る
。

（
２
）

注
１
の
複
写
資
料
と
同
時
期
に
、
梅
若
氏
の
ご
厚
意
で
複
写
し
た
資
料
。
能
楽
史
料
『
御
世
話
筋
秘
曲
』
の
解
題
で
坂
元
雪
鳥
が
「
本
書
は

シ
テ
方
と
し
て
の
記
録
で
あ
る
が
、
他
に
囃
子
方
と
し
て
の
記
録
も
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
…
」
と
言
う
囃
子
方
の
記
録
が
本
資
料
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
が
、
但
し
本
文
で
も
述
べ
た
ご
と
く
、
奥
書
に
は
三
十
年
の
差
が
あ
る
。

（
３
）
『
三
山
』
の
復
活
上
演
」（『
観
世
』
８６
年
４
月
号
。『
能
劇
そ
ぞ
ろ
歩
き
』（
能
楽
書
林
９６
年
）に
収
録
）。

（
４
）

三
十
年
と
い
う
時
間
差
を
ど
う
考
え
る
か
が
難
し
い
。「
獅
子
舞
」
の
部
分
は
足
拍
子
の
有
無
や
ケ
モ
ノ
足
を
見
せ
る
回
数
な
ど
、
細
部
に

違
い
が
あ
っ
て
も
大
筋
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
寛
延
』
は
略
語
を
多
用
す
る
た
め
『
隣
忠
』
を
見
る
方
が
判
り
や
す
い
。
た
と
え
ば

『
隣
忠
』
で
「
頭
振
ル
」
と
書
く
と
こ
ろ
を
『
寛
延
』
で
は
「
ふ
る
」
と
し
か
書
か
な
い
。「
右
よ
り
足
二
つ
ケ
上
ゲ
フ
ル
」（
第
一
舞
方
の

「
吹
返
シ
」）の
「
フ
ル
」
は
『
隣
忠
』
の
「
獣
足
三
ツ
遣
ヒ
、
ク
ハ
ツ
シ
頭
振
ル
」
と
読
み
合
わ
せ
な
け
れ
ば
足
を
蹴
上
げ
て
振
る
か
の
よ
う

に
も
見
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
『
隣
忠
』
と
並
べ
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
動
き
を
、
判
っ
て
い
る
者
同
士
の
心
覚
え
と
し
て
書
い
て
い
る
と
理
解
で

き
る
。

（
５
）
「
乱
序
」
に
つ
い
て
は
「
獅
子
舞
」
の
部
分
と
く
ら
べ
、『
隣
忠
』
と
『
寛
延
』
の
記
述
の
違
い
が
大
き
い
。「
獅
子
舞
」
の
主
体
は
シ
テ
の

型
で
あ
る
の
に
対
し
「
乱
序
」
の
場
合
は
囃
子
方
同
士
の
習
い
も
多
い
の
で
、
三
十
年
と
い
う
比
較
的
短
い
間
で
も
シ
テ
の
型
と
は
無
関
係
に

囃
子
の
秘
事
と
し
て
変
化
し
て
い
く
ス
ピ
ー
ド
が
速
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
太
鼓
方
が
幕
の
方
を
向
い
て
打
つ
な

ど
の
作
法
が
工
夫
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
が
、
逆
に
そ
の
よ
う
に
シ
テ
の
型
に
も
囃
子
の
手
に
も
習
い
が
多
い
た
め
、
視
点
の

違
い
か
ら
異
な
っ
て
見
え
る
だ
け
で
、
全
体
の
演
出
は
変
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）

こ
の
部
分
は
「
獅
子
飛
び
」
の
型
に
合
わ
せ
て
太
鼓
が
間
を
取
る
際
の
数
え
方
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
他
書
に
見
え
ず
、
不
明

で
あ
る
。
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