
狂言「木こり歌」考──狂歌と狂言──

五

狂
言
「
木
こ
り
歌
」
考
─
─
狂
歌
と
狂
言
─
─

大

谷

節

子

一

現
存
最
古
の
狂
言
台
本
で
あ
る
天
正
狂
言
本
の
み
に
収
録
さ
れ
、
現
在
演
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
を
取
り
上

げ
る
。
初
め
に
全
文
を
記
す
。

山
人
出
て
大
雪
に
木
を
こ
る
所
へ
西
行
来
て
木
を
せ
お
う
お
と
こ
は
ら
立
て
お
と
す
西
行
我
木
と
ゆ
ふ
け
ん
た
ん
出
て
聞
我
か

よ
き
に
人
の
わ
る
木
が
あ
ら
は
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
我
か
わ
る
木
な
り
此
歌
に
て
お
ん
て
ぬ
く
る
お
と
こ
お
つ
か
け
て
き
り
お

と
す
と
め
に
く
る

（
天
正
狂
言
本
「
木
こ
り
歌
」）
①



六

次
に
、
私
に
漢
字
、
送
り
仮
名
を
宛
て
、
句
読
点
や
濁
点
等
を
付
し
た
読
み
を
示
す
。

山
人
出
て
大
雪
に
木
を
樵
る
所
へ
、
西
行
来
て
木
を
背
負
う
。
男
、
腹
立
て
脅
す
。
西
行
「
我
が
木
」
と
言
ふ
。
検
断
出
て
聞

く
。

　
　

我
が
よ
き
に
人
の
わ
る
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
我
が
わ
る
き
な
り

此
歌
に
て
負
ん
で
逃
ぐ
る
。
男
、
追
つ
駆
け
て
切
り
落
と
す
。
止
め
、
逃
ぐ
る
。

天
正
狂
言
本
の
記
載
は
登
場
人
物
の
主
な
動
き
の
説
明
と
重
要
な
詩
句
の
み
か
ら
成
り
、
台
詞
を
逐
一
記
し
て
は
い
な
い
た
め
細

部
が
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
「
木
こ
り
歌
」
は
、
現
在
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
茶
壺
（
天
正
狂
言
本
で
は
「
茶
ぐ
り
」）」
や
「
雁が
ん

礫つ
ぶ
て」

に
同
じ
く
、
二
人
の
者
が
物
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
い
、
検
断
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
る
狂
言
の
一
類
型
を
持
つ
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。「
茶
壺
」
は
、
あ
る
従
者
が
茶
葉
を
詰
め
た
壺
を
運
ぶ
途
中
、
横
取
り
を
企
て
た
男
と
茶
壺
を
め
ぐ
っ
て
口
論
と
な

り
、
通
り
が
か
り
の
者
が
仲
裁
を
下
す
。「
雁
礫
」
は
、
矢
で
雁
を
狙
っ
た
大
名
と
礫
の
一
撃
で
雁
を
撃
ち
止
め
た
男
と
の
雁
を
め

ぐ
る
口
論
に
、
や
は
り
通
り
が
か
り
の
者
が
仲
裁
す
る
。

こ
の
よ
う
に
二
者
が
仲
裁
者
の
も
と
で
争
う
形
式
の
狂
言
は
、
夫
婦
間
の
言
い
争
い
を
取
り
沙
汰
す
る
女
狂
言
を
初
め
と
し
て
多

く
の
狂
言
に
見
ら
れ
、
天
正
狂
言
本
に
も
先
に
記
し
た
「
茶
ぐ
り
」
の
他
、「
梅
ぬ
す
人
」「
な
る
こ
や
る
こ
（
鳴
子
遣
子
）」「
す
か

ら
か
は
（
現
行
の
「
酢
薑
」）」「
か
う
や
く
ね
り
」「
ど
も
り
」「
ぬ
の
か
ひ
ざ
と
う
」「
馬
か
り
ざ
と
う
（
現
行
の
「
伯
養
」）」
な
ど

②
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七

が
こ
の
形
式
を
持
っ
て
お
り
、「
争
い
物
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

狂
言
「
木
こ
り
歌
」
を
「
争
い
物
」
の
類
型
に
嵌
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
展
開
が
想
定
さ
れ
る
。

（
１
）
最
初
に
山
人
が
登
場
し
、
大
雪
が
降
る
中
で
木
を
切
る
。

（
２
）
続
い
て
西
行
が
登
場
し
、
山
人
が
切
っ
た
木
を
我
が
物
顔
に
背
負
う
。

（
３
）
怒
っ
た
山
人
は
西
行
を
威
嚇
し
抗
議
す
る
が
、
西
行
は
自
分
の
木
だ
と
言
う
。

（
４
）
そ
こ
に
検
断
が
登
場
し
、
争
っ
て
い
る
双
方
か
ら
話
を
聞
く
。

（
５
）
西
行
は
「
我
が
よ
き
に
人
の
わ
る
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
我
が
わ
る
き
な
り
」
と
詠
歌
し
、
木
を
背
負
っ
て

逃
げ
る
。

（
６
）
追
い
掛
け
る
山
人
は
西
行
の
背
か
ら
薪
を
切
り
落
と
す
が
、
西
行
は
逃
げ
去
る
。

天
正
狂
言
本
の
最
後
の
部
分
「
お
と
こ
お
つ
か
け
て
き
り
お
と
す
と
め
に
く
る
」
の
「
と
め
」
は
、
従
来
の
解
釈
で
は
狂
言
の
終

わ
り
を
意
味
す
る
「
留
め
」
の
字
を
宛
て
る
が
、「
留
め
」
の
意
と
し
た
場
合
、
そ
の
後
に
西
行
の
「
逃
ぐ
る
」
動
作
が
書
か
れ
て

い
る
点
に
疑
問
が
残
る
。
追
い
込
み
留
の
型
を
踏
ん
で
、
山
人
が
斧
を
振
り
上
げ
斬
り
か
か
り
な
が
ら
幕
に
向
か
っ
て
西
行
を
追
い

込
む
途
中
で
、
西
行
が
こ
れ
を
防
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
所
作
を
指
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
怒
っ
て
斬
り
か
か
る
山
人
を
、
西
行
に

軍
配
を
振
っ
た
検
断
が
止
め
よ
う
と
す
る
所
作
を
指
す
か
、
い
ず
れ
か
の
可
能
性
を
こ
こ
で
は
考
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
要
は
、
簡
略
な
天
正
狂
言
本
の
記
述
に
あ
っ
て
も
一
字
も
省
略
さ
れ
ず
完
全
形
で
書
き
留
め
ら
れ

③
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八

て
い
る
狂
歌
「
我
か
よ
き
に
人
の
わ
る
木
が
あ
ら
は
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
我
か
わ
る
木
な
り
」
に
あ
る
。

こ
の
狂
歌
に
つ
い
て
は
、
早
く
越
智
美
登
子
氏
が
神
宮
文
庫
蔵
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
に
あ
る
次
の
狂
歌
咄
を
取
り
上
げ
、

一
、
伊
勢
に
そ
う
た
ん
と
い
へ
る
坊
主
、
そ
の
隣
の
人
せ
ち
木
に
わ
り
木
を
お
ゝ
く
買
も
と
め
、
そ
う
た
ん
の
軒
の
下
迄
つ
み

置
け
り
。
そ
う
た
ん
是
を
と
り
て
焼
に
け
り
。
隣
の
人
は
ら
を
た
て
け
れ
は
、

　
　

我
軒
に
人
の
わ
り
木
か
あ
ら
は
こ
そ
ひ
と
の
わ
り
木
は
わ
か
わ
り
木
也

と
よ
み
け
れ
は
、
木
の
ぬ
し
、
も
の
を
も
ゑ
い
は
さ
り
け
る
と
な
り
。

歌
の
詠
み
手
が
異
な
る
類
話
が
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
と
『
多
聞
院
日
記
』
五
（
天
文
十
年
同
十
一
年
「
毎
日
所
作
記
」）
に
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
来
道
歌
と
し
て
流
布
し
て
い
た
歌
が
「
い
つ
の
ま
に
か
教
訓
性
を
振
り
落
と
し
て
狂
歌
に
」
な
り
、『
多

聞
院
日
記
』
の
狂
歌
咄
や
天
正
狂
言
本
「
木
こ
り
歌
」
と
な
っ
た
と
す
る
道
筋
を
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
道
歌
と
は
、
西
（
最
）
明
寺

殿
（
北
条
時
頼
）
に
仮
託
さ
れ
た
『
西
明
寺
百
首
』
収
載
の
次
の
一
首
で
あ
る
。

わ
か
よ
き
に
人
の
わ
ろ
き
か
あ
ら
は
こ
そ
人
の
わ
ろ
き
は
わ
か
わ
ろ
き
な
り

（
東
洋
文
庫
蔵
『
教
訓
和
歌

西
明
寺
百
首
』）

そ
の
後
、
沢
井
耐
三
氏
は
「
「
天
正
狂
言
本
」
覚
書
─
─
富
士
松
・
近
衛
殿
の
申
状
」
の
中
で
、
狂
言
に
お
け
る
狂
歌
咄
の
摂
取
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九

例
と
し
て
天
正
狂
言
本
「
木
こ
り
歌
」
を
取
り
上
げ
、『
多
聞
院
日
記
』
に
見
ら
れ
る
狂
歌
咄
か
ら
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
が
作
ら
れ

た
と
い
う
道
筋
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
こ
の
狂
言
と
狂
歌
（
咄
）
と
の
関
係
を
再
考
す
る
。

二

狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
狂
歌
と
、『
多
聞
院
日
記
』（『
か
さ
ぬ
草
紙
』
に
同
形
）
の
狂
歌
は
、
確
か
に
い
ず
れ
も
『
西
明
寺
百
首
』

が
収
載
す
る
道
歌
（
狂
歌
）
の
類
歌
で
は
あ
る
が
、
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
お
り
、
全
く
同
形
な
の
で
は
な
い
。『
西
明
寺
百

首
』
の
道
歌
に
近
い
の
は
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
方
で
あ
る
。

わ
が
よ
き
に
人
の
わ
ろ
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
ろ
き
は
わ
が
わ
ろ
き
な
り

（『
西
明
寺
百
首
』）

わ
が
よ
き
に
人
の
わ
る
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
わ
が
わ
る
き
な
り

（
狂
言
「
木
こ
り
歌
」）

わ
が
の
き
に
人
の
わ
り
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
り
き
は
わ
が
わ
り
き
な
り

（『
多
聞
院
日
記
』『
か
さ
ぬ
草
紙
』）

『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
は
、
善
を
「
善
き
」、
悪
を
「
悪
ろ
き
」
と
和
語
の
形
に
し
て
、
非
を
他
に
着
せ
る
こ
と
な
く
常
に
我
が
身

を
省
み
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
道
歌
で
あ
る
。

⑨
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〇

わ
が
よ
き
に
人
の
わ
ろ
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
ろ
き
は
わ
が
わ
ろ
き
な
り

私
だ
け
が
善
く
、
他
人
だ
け
が
悪
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
（
話
は
別
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
）、
人
が
悪

い
（
と
私
が
思
う
）
時
は
、（
実
は
）
私
（
自
身
）
が
悪
い
の
だ
。

右
の
『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
と
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
狂
歌
と
の
違
い
は
、『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
に
三
度
用
い
ら
れ
る
「
わ

ろ
き
（
悪
ろ
き
）」
が
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
で
は
三
箇
所
と
も
「
わ
る
き
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
西
明
寺
百

首
』
収
載
歌
の
「
善
き
」
か
ら
「
斧
（
よ
き
）」
を
発
想
し
た
こ
と
に
連
動
す
る
改
変
で
あ
る
。
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
狂
歌
は
、

『
西
明
寺
百
首
』
道
歌
の
「
悪
ろ
き
」
を
「
悪
る
き
（
割
る
木
）」
へ
と
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
善
き
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
「
斧よ
き

」

と
、「
悪
る
き
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
「
割
る
木
」
が
縁
語
と
な
り
、
元
の
道
歌
が
道
理
と
実
利
の
二
重
の
意
味
を
持
つ
、
技
巧
を
凝

ら
し
た
狂
歌
に
仕
立
て
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
先
の
道
歌
に
実
利
を
述
べ
た
次
の
意
味
が
加
わ
る
。

わ
が
よ
き
に
人
の
わ
る
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
わ
が
わ
る
き
な
り

私
の
斧
に
よ
っ
て
人
が
割
る
木
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
が
割
っ
た
木
は
私
が
割
っ
た
木
で
あ
る
。

『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
は
、
上
の
句
の
仮
定
条
件
節
「
あ
ら
ば
こ
そ
」
が
帰
結
す
る
主
節
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
下
の
句
は
上

⑩
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一
一

の
句
と
は
逆
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
狂
歌
に
新
た
に
付
さ
れ
た
意
味
は
、
下
の
句
を
主
節

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
主
節
が
省
略
さ
れ
な
い
こ
ち
ら
の
構
文
の
方
が
、
単
純
で
わ
か
り
易
い
。
従
っ
て
、

舞
台
進
行
の
中
で
聞
く
場
合
、
道
歌
本
来
の
意
味
よ
り
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
耳
に
入
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
技
巧
を
用

い
て
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
西
行
は
、
既
存
の
道
歌
に
「
斧
（
よ
き
）」
を
詠
み
込
み
、
斧
が
自
分
の
物
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
自

ら
の
正
し
さ
を
主
張
し
た
。

で
は
、
山
人
は
西
行
の
斧
の
盗
人
で
あ
っ
て
、
西
行
は
こ
れ
を
糺
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
斧
は
樵
夫
で
あ

る
山
人
の
持
ち
物
で
あ
り
、
出
家
者
西
行
の
物
で
あ
っ
た
筈
は
な
い
。
西
行
は
こ
の
歌
を
道
具
に
、
黒
を
白
と
言
い
く
る
め
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
西
行
は
、「
他
の
人
で
は
な
く
私
の
方
が
悪
い
の
だ
」
と
い
う
内
省
を
促
す
周
知
の
道
歌
の

「
わ
ろ
き
」
の
「
ろ
」
を
「
る
」
に
変
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
「
他
の
人
の
物
で
は
な
く
、
私
の
物
だ
」
と
い
う
我
執
を
露
わ
に
し

た
反
道
徳
の
歌
へ
と
反
転
さ
せ
、
人
の
あ
る
べ
き
道
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
「
人
（
山
人
）
の
割
る
木
」
が
「
我
が
割
る

木
」
と
理
屈
を
述
べ
て
人
の
物
を
奪
う
こ
と
を
正
当
化
し
た
。

元
の
道
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
巧
み
に
整
え
直
さ
れ
た
こ
の
狂
歌
は
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
に
お
い
て
、
道
歌
の
教
訓
性
を
隠
れ

簑
に
し
た
、
横
取
り
行
為
の
「
高
度
な
」
言
い
抜
け
の
証
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
直
ぐ
な
る
心
を
詠
む
こ
と
で
福
徳
が
も
た
ら

さ
れ
る
和
歌
の
あ
る
べ
き
理
念
と
、
こ
れ
に
離
反
す
る
行
為
を
歌
い
上
げ
る
狂
歌
の
巧
み
、
こ
の
著
し
い
落
差
が
狂
言
「
木
こ
り

歌
」
の
「
を
か
し
」
の
核
で
あ
る
。

一
方
、『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
の
狂
歌
で
は
、『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
の
「
よ
き
」
が
い
ず
れ
も
「
の
き
」
に
、



一
二

『
西
明
寺
百
首
』
収
載
歌
の
三
箇
所
の
「
わ
ろ
き
」
が
い
ず
れ
も
「
わ
り
き
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
も
元
の
道
歌
と
は
異
な

り
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
に
同
じ
く
下
の
句
が
仮
定
条
件
節
で
あ
る
上
の
句
の
主
節
と
な
っ
て
い
る
が
、「
善
き
」
を
「
軒
」
に
、

「
悪
ろ
き
」
を
「
割
り
木
」
に
変
え
た
た
め
に
、
こ
こ
に
善
悪
を
表
す
言
葉
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。

わ
が
の
き
に
人
の
わ
り
き
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
り
き
は
わ
が
わ
り
き
な
り

我
が
家
の
軒
に
人
の
割
り
木
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
人
の
割
り
木
は
私
の
割
り
木
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
の
「
我
が
軒
に
」
の
狂
歌
は
、
人
が
自
分
の
家
の
軒
に
置
い
た
「
割
り
木
」
は
自

分
の
物
だ
と
す
る
理
屈
の
可
笑
し
さ
の
み
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
本
来
は
善
悪
を
説
く
こ
と
が
眼
目
の
道
歌
（
狂
歌
）
で
あ
っ
た
こ

と
は
歌
の
意
味
か
ら
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
越
智
氏
は
こ
れ
を
「
教
訓
性
を
振
り
落
と
し
て
」
い
る
と
表
現
さ
れ
た
。

さ
て
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
と
右
の
狂
歌
咄
の
前
後
関
係
を
問
題
に
す
る
場
合
、
天
正
狂
言
本
は
天
正
六
（
一
五
七
八
）
年
の
年

記
を
持
ち
、『
多
聞
院
日
記
』
で
狂
歌
咄
が
書
き
留
め
ら
れ
た
天
文
十
（
一
五
四
一
）
年
よ
り
四
十
年
ほ
ど
後
の
も
の
と
な
る
が
、

そ
の
本
文
の
内
容
は
大
永
四
（
一
五
二
四
）
年
を
あ
ま
り
下
ら
な
い
頃
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、狂
言
「
木
こ
り
歌
」

の
成
立
が
『
多
聞
院
日
記
』
が
書
き
留
め
ら
れ
た
天
文
十
年
以
前
と
考
え
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
。
逆
に
、『
西
明
寺
百
首
』
収
載

の
道
歌
「
我
が
善
き
に
」
か
ら
善
悪
を
問
う
道
歌
の
要
素
を
失
っ
た
『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
の
「
我
が
軒
に
」
の
狂

歌
咄
を
経
て
、
こ
こ
か
ら
再
び
道
歌
の
要
素
を
戻
し
入
れ
た
「
我
が
斧よ
き

に
」
の
狂
歌
が
作
り
直
さ
れ
て
狂
言
化
さ
れ
た
と
考
え
る
の

⑪



狂言「木こり歌」考──狂歌と狂言──

一
三

は
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
に
見
ら
れ
る
狂
歌
咄
か
ら
狂

言
「
木
こ
り
歌
」
が
作
ら
れ
た
可
能
性
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

な
お
、『
西
明
寺
百
首
』
所
収
の
道
歌
「
わ
が
善
き
に
」
は
、

愚
痴
深
則
ハ
世
間
ノ
理
非
ヲ
分
ル
事
モ
不
自
由
ニ
テ
、
毎
レ
物
我
心
ニ
叶
事
少
シ
。
此
故
ニ
、
若
我
心
世
人
ノ
心
ニ
違
ヌ
ト
思

ハ
ヾ
、
必
我
愚
痴
ト
可
レ
知
也
。
歌
ニ

　
　

我
能ヨ
キ

ニ
人
ノ
ワ
ル
キ
ガ
ア
ラ
バ
コ
ソ
人
ノ
ワ
ル
キ
ハ
我
カ
ワ
ル
キ
也

ト
。
此
歌
心
ノ
鏡
也
。
是
ヲ
以
テ
相
察
セ
ヨ
。
去
バ
愚
痴
ニ
シ
テ
愚
痴
也
ト
不
レ
知
ハ
、
盲
ノ
闇
ヲ
不
レ
知
ニ
同
シ
。
我
ハ
実

ニ
愚
痴
也
ト
知
事
、
先
愚
痴
ヲ
破
ル
ノ
初
也
。

（
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』
巻
之
上
「
出
法
」
二
十
八
丁
裏
）

右
、
鈴
木
正
三
（
明
暦
元
年
没
）
の
法
語
や
書
翰
を
集
め
た
『
反
故
集
』
が
「
心
ノ
鏡
」
の
歌
と
言
う
よ
う
に
、
近
世
以
降
も
身
の

愚
か
さ
を
諭
す
道
歌
と
し
て
、「
わ
ろ
き
」
が
「
悪
し
き
」
に
、
先
に
問
題
に
し
た
「
あ
ら
ば
こ
そ
」
が
よ
り
平
易
な
「
な
き
も
の ⑫



一
四

を
」「
あ
る
も
の
か
」
な
ど
に
変
わ
り
な
が
ら
家
訓
、
教
訓
、
諺
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
。

我
か
人
に
よ
く
す
る
に
人
悪
敷
事
は
有
ま
じ
。
古
人
歌
に

　
　

我
よ
き
に
人
の
あ
し
き
か
あ
ら
は
こ
そ
人
の
あ
し
き
は
我
か
あ
し
き
な
り

如
此
常
々
心
得
肝
要
な
り
。

（『
高
山
公
実
録
』「
可
為
士
者
常
之
覚
悟
之
事
二
百
条
」）

我わ
が

善よ
き

に
人ひ
と

の
悪わ
ろ

き
は
無な
き

物も
の

を
人ひ
と

の
悪わ
ろ

き
は
我わ
が

悪わ
ろ

き
な
り

（
天
明
七
年
序
跋
松
葉
軒
東
井
編
『
譬
喩
尽
並
古
語
名
数
』
第
二
冊
）

一
切
の
事
が
立
帰
り
て
見
れ
ば
、
向
ふ
に
悪
い
事
は
な
い
。

　
　
　

我
よ
き
に
人
の
悪
き
が
あ
る
も
の
か
人
の
あ
し
き
は
我
あ
し
き
な
り

（
中
澤
道
二
『
道
二
翁
道
話
』
二
編
巻
上
、
八
宮
齋
輯
、
寛
政
九
年
識
）

そ
の
中
に
は
、『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
の
狂
歌
咄
と
は
若
干
異
な
る
狂
歌
咄
を
記
す
も
の
が
み
ら
れ
る
。

あ
る
人
焼た
き木ゝ
に
せ
ん
と
大
な
る
木
を
た
く
は
へ
置
け
る
に
、
隣
な
る
人
よ
き
を
も
ち
来
り
て
、
そ
の
木
を
わ
り
と
れ
る
を
、
主

⑬⑭
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狂言「木こり歌」考──狂歌と狂言──

一
五

人
云
、
な
に
と
し
て
人
の
木
を
わ
り
と
ら
れ
候
や
と
と
か
め
し
に
、
隣
人
曰
、
さ
す
か
の
人
の
歌
道
に
く
ら
き
そ
や

　
　

我
か
よ
き
に
人
の
わ
る
き
か
あ
ら
は
こ
そ
人
の
わ
る
木
は
我
か
わ
る
木
な
り

と
の
古
歌
候
。
す
て
に
人
の
わ
る
木
は
我
か
わ
る
き
と
候
へ
は
、
そ
の
方
の
わ
る
き
を
我
か
わ
る
は
ふ
し
ん
も
な
き
も
の
を
と

申
け
り
。
歌
の
と
り
な
し
は
お
か
し
け
れ
と
、
此
等
を
無
理
と
は
申
候
也
。

（
寛
永
末
年
刊
『
祇
園
物
語
』
上
巻
）

或
人
焼た
き

木
に
せ
ん
と
大
な
る
木
を
置
け
る
に
、
隣
の
人
斧を
の

を
持
来
て
割わ
り

と
る
を
見
つ
け
、
と
か
め
け
れ
は
、
彼か
の

者
こ
た
へ
て
、

　
　

わ
が
よ
き
に
人
の
わ
る
木
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
割
木
は
我
わ
る
木
也

と
云
け
り
。
歌
の
と
り
な
し
は
お
か
し
け
れ
と
も
む
さ
く
さ
な
り
。

（
正
保
四
年
刊
『
悔
草
』
下
巻
）

右
に
引
用
し
た
二
つ
は
同
話
で
あ
る
が
、
歌
は
い
ず
れ
も
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
と
同
形
で
、
元
の
道
歌
の
「
悪
ろ
き
」
が
「
悪
る
き

（
割
る
木
）」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
則
ち
、
右
の
二
話
は
道
歌
を
証
歌
と
し
て
斧
が
自
分
の
物
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
薪
の
所
有
権
を

主
張
す
る
と
い
う
枠
組
を
狂
言
と
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
木
を
奪
い
取
る
者
は
本
当
に
斧
の
持
ち
主
で
あ
り
、
隣
家
に
置
か
れ

た
大
木
を
自
ら
の
斧
で
割
り
取
る
点
が
狂
言
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
隣
人
は
、
大
木
の
持
ち
主
か
ら
割
り
取
っ
た
こ
と
を
咎
め

ら
れ
る
と
「
歌
道
に
暗
き
ぞ
や
」
と
応
酬
し
た
後
、
自
ら
の
行
為
の
正
し
さ
の
証
歌
と
し
て
道
歌
「
我
が
よ
き
に
」
を
示
す
の
で
あ

る
。

⑯⑰



一
六

し
か
し
、
こ
の
話
の
内
容
は
「
証
歌
」
と
は
齟
齬
が
生
じ
て
お
り
、
実
は
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。「
我
が
よ
き
に
人
の
わ
る
木
が
」

の
歌
は
、
あ
く
ま
で
人
が
割
っ
た
木
を
横
領
し
た
時
に
こ
そ
「
証
歌
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
人
の
大
木
を
斧
で
自
ら
割
り
取
る

こ
の
話
で
は
、
歌
で
二
度
使
わ
れ
る
「
人
の
わ
る
木
」
が
意
味
を
成
さ
な
い
。
こ
の
狂
歌
の
と
り
な
し
に
対
し
て
、
こ
れ
を
引
用
す

る
作
者
が
「
無
理
と
は
申
」（『
祇
園
物
語
』）、「
む
さ
く
さ
（
無
茶
苦
茶
）
な
り
」（『
悔
草
』）
と
評
す
る
よ
う
に
、
右
の
話
に
お
い

て
こ
の
歌
は
、「
無
理
」
則
ち
道
理
の
通
ら
な
い
、「
無
茶
苦
茶
」
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
時
代
の
下
る
右
の
二
つ
の
狂
歌
咄
は
、「
我
が
善
き
（
斧
）
に
」
の
狂
歌
に
仕
組
ま
れ
た
道
歌
と
反
道
歌
の
表
裏
の
関

係
を
十
分
理
解
で
き
て
い
な
い
、
崩
れ
を
示
し
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
に
、
先
の
『
多
聞
院
日
記
』
や
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
も
含
め
、
道
歌
「
我
が
善
き
に
」
か
ら
作
ら
れ
た
現
存
す
る

狂
歌
咄
の
中
に
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
な
い
。
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
狂
歌
は
、
こ
れ
ら
の
狂
歌
咄
の
狂

歌
に
比
し
て
格
段
に
機
知
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
形
こ
そ
が
元
の
道
歌
か
ら
技
巧
を
凝
ら
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
狂
歌
で
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
狂
歌
咄
は
平
易
さ
に
流
れ
、
形
が
崩
れ
た
結
果
、
元
に
な
っ
た
道
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
と

し
て
の
狂
歌
の
原
初
的
な
可
笑
し
さ
を
半
減
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。

狂
言
「
木
こ
り
歌
」
と
同
形
の
狂
歌
、
則
ち
「
我
が
善
き
に
」
に
「
我
が
斧
に
」
を
掛
け
、「
悪
き
」
に
「
割
る
木
」
を
掛
け
た

狂
歌
が
狂
言
以
前
に
既
に
あ
っ
た
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
る
が
、
物
語
性
を
胚
胎
す
る
こ
の
狂
歌
の
作
者
は
、
狂
歌
で
盗
み
の
正

当
化
を
言
い
な
し
た
狂
歌
咄
の
作
者
で
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
作
者
は
、
こ
の
卓
越
し
た

狂
歌
を
作
っ
た
知
的
営
為
を
共
有
す
る
環
境
に
あ
り
、
こ
の
狂
歌
（
も
し
く
は
こ
の
狂
歌
と
共
に
作
ら
れ
た
現
存
し
な
い
狂
歌
咄
）

を
元
に
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
狂
歌
作
者
こ
そ
が
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
作
者
で
あ
っ
た
可
能
性
も

⑱



狂言「木こり歌」考──狂歌と狂言──

一
七

あ
る
だ
ろ
う
。四

と
こ
ろ
で
、『
多
聞
院
日
記
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
の
狂
歌
咄
は
、
狂
歌
を
用
い
て
他
者
が
割
っ
た
木
を
自
分
の
物
だ
と
主
張
す

る
話
の
枠
組
は
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
道
歌
の
初
句
「
我
が
善
き
に
」
が
前
述
の
よ
う
に
「
我
が
軒
に
」
に
変

わ
っ
て
い
る
た
め
に
斧よ
き

は
関
わ
ら
ず
、
争
い
に
樵
夫
（
山
人
）
も
登
場
せ
ず
、
軒
を
列
ね
る
隣
家
同
志
の
争
い
に
な
っ
て
い
た
。

一
、
或
貧
人
、
隣
の
富
人
、
冬
ノ
末
ニ
破
リ
木
ヲ
買
テ
、
貧
人
ノ
軒
ニ
ヲ
キ
シ
カ
バ
、
ヒ
タ
ニ
取
テ
タ
キ
テ
歌
ニ
、

　
　

我
の
き
に
人
の
わ
り
木
か
あ
ら
は
こ
そ
人
の
わ
り
き
は
我
わ
り
き
な
り

（『
多
聞
院
日
記
』）

一
、
伊
勢
に
そ
う
た
ん
と
い
へ
る
坊
主
、
そ
の
隣
の
人
せ
ち
木
に
わ
り
木
を
お
ゝ
く
買
も
と
め
、
そ
う
た
ん
の
軒
の
下
迄
つ
み

置
け
り
。
そ
う
た
ん
是
を
と
り
て
焼
に
け
り
。
隣
の
人
は
ら
を
た
て
け
れ
は
、

　
　

我
軒
に
人
の
わ
り
木
か
あ
ら
は
こ
そ
ひ
と
の
わ
り
木
は
わ
か
わ
り
木
也

と
よ
み
け
れ
は
、
木
の
ぬ
し
、
も
の
を
も
ゑ
い
は
さ
り
け
る
と
な
り
。

（『
か
さ
ぬ
草
紙
』）

⑲



一
八

『
多
聞
院
日
記
』
で
は
、
富
裕
な
者
（
富
人
）
が
冬
支
度
に
割
り
木
を
買
う
。
財
に
任
せ
て
過
分
に
買
い
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ

う
、
そ
の
富
裕
な
者
は
貧
し
い
隣
人
（
貧
人
）
の
軒
下
に
割
り
木
を
置
い
た
た
め
、
貧
し
い
隣
人
は
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
を
取
り
込
ん
で

焚
き
付
け
た
。
同
じ
く
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
に
お
い
て
も
、
僧
の
隣
人
（
隣
の
人
）
が
暮
に
多
く
の
割
り
木
を
買
い
込
む
。
木
は
僧
の

軒
の
下
に
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
僧
は
取
っ
て
焚
き
付
け
た
。
い
ず
れ
も
狂
歌
は
割
り
木
を
無
断
で
焚
い
た
者
が
木
の
主
へ

の
弁
明
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、『
か
さ
ぬ
草
紙
』
に
は
、
立
腹
し
た
木
の
主
は
こ
の
狂
歌
を
前
に
言
葉
を
失
っ
た
こ
と
が
書

き
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
右
の
二
つ
の
狂
歌
咄
の
狂
歌
は
、「
善
き
」
を
「
軒
」
に
、「
悪
ろ
き
」
を
「
割
り
木
」
に
変
え
て
元
の
道
歌
が
論
じ

て
い
た
「
善
」「
悪
」
の
語
を
消
し
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
隣
人
の
軒
を
我
が
物
顔
に
越
境
す
る
富
者
の
傲
慢
を
諫
め
る
文
脈
の

中
で
、
道
を
説
く
歌
の
機
能
を
保
持
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
右
の
狂
歌
咄
の
狂
歌
は
道
徳
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
木
の

主
を
沈
黙
さ
せ
た
歌
の
道
理
は
、
争
い
の
仲
裁
役
を
果
た
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
狂
歌
咄
に
は
な
い
検
断
が
登
場
す
る
。
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
天
正
狂
言

本
の
簡
略
な
記
述
で
は
検
断
が
双
方
の
言
い
分
を
聞
い
た
後
に
ど
の
よ
う
な
裁
き
を
し
た
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
先
に
、
天
正
狂

言
本
「
木
こ
り
歌
」
の
結
末
近
く
に
書
か
れ
て
い
る
「
と
め
」
に
つ
い
て
、
山
人
が
西
行
を
追
う
の
を
検
断
が
止
め
る
所
作
を
指
す

可
能
性
に
触
れ
た
が
、
実
利
的
な
主
張
と
同
時
に
自
省
の
道
心
を
詠
み
込
ん
だ
機
知
の
狂
歌
「
わ
が
よ
き
に
」
に
検
断
が
軍
配
を
上

げ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
山
人
に
と
っ
て
、
西
行
の
狂
歌
は
横
取
り
行
為
を
正
当
化
し
た
便
法
で
し
か
な
く
、
山
人
が

⑳
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一
九

こ
の
よ
う
な
詭
弁
に
納
得
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
怒
っ
て
西
行
を
追
い
掛
け
る
山
人
は
西
行
の
歌
に
「
道
理
」
の
片
鱗
も
感
じ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
争
う
二
者
に
と
っ
て
、
道
理
は
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
正
狂
言
本
所
収
の
「
争
い
物
」
で
あ

る
「
梅
ぬ
す
人
」
や
「
な
る
こ
や
る
こ
」
で
は
、
道
理
は
次
の
よ
う
に
顔
を
出
す
。

「
梅
ぬ
す
人
」
で
は
、
他
人
の
梅
の
木
に
登
っ
て
梅
を
盗
み
喰
い
し
て
い
た
二
人
の
者
が
、
木
の
主
に
見
つ
か
り
棒
で
責
め
ら
れ

る
。
そ
こ
に
「
中
人
」
が
登
場
し
、「
古
歌
」
を
示
し
て
こ
れ
を
裁
き
、
歌
の
道
理
で
争
い
は
終
結
し
、
酒
盛
り
と
な
る
。

二
人
出
て
梅
ぬ
す
み
に
行
。
さ
て
木
に
の
ほ
り
て
く
ふ
。
主
聞
つ
け
て
は
う
を
以
さ
ん
〳
〵
に
お
と
す
。
せ
ま
る
。
中
人
出
て

さ
は
く
。
こ
ゝ
に
こ
か
あ
る
。

　
　

ふ
た
り
ゐ
る
間
に
梅
を
た
か
な
け
て
お
れ
か
お
ぬ
し
か
お
ぬ
し
か
を
れ
か

此
歌
の
た
ふ
り
に
て
中
な
を
り
酒
も
り
す
る
。（
以
下
略
）

同
じ
く
「
な
る
こ
や
る
こ
」
で
は
、
稲
を
啄
む
雀
除
け
の
た
め
に
田
に
置
く
道
具
の
呼
び
名
が
「
鳴
子
」
と
「
遣
子
」
の
ど
ち
ら

が
正
し
い
か
を
め
ぐ
っ
て
、
道
行
く
二
人
が
口
論
す
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
検
断
に
、
二
人
は
自
分
の
主
張
を
「
道
理
」
と
判
断
し

て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
各
々
の
賭
け
物
を
謝
礼
と
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
検
断
は
西
行
詠
歌
と
し
て
一
首
の
「
歌
」
を
示
し
た
上

で
、
口
論
し
て
い
た
二
人
に
「
い
づ
れ
も
道
理
」
と
い
う
裁
き
を
下
し
て
去
る
。
約
束
の
賭
け
物
を
取
ら
れ
た
二
人
は
検
断
を
追
い

掛
け
る
。

㉑

㉒

㉓



二
〇

一
人
出
て
道
行
。
又
一
人
出
て
道
に
て
行
合
て
物
語
す
る
。
後
な
る
こ
や
る
こ
の
ろ
ん
す
る
。
け
ん
た
ん
出
て
聞
。
二
人
の

者
、
か
た
を
れ
い
に
せ
ん
、
我
か
た
ふ
り
に
な
せ
と
ゆ
ふ
。
け
ん
た
ん
さ
は
く
。（
中
略
）
西
行
此
な
は
を
引
て
は
は
な
し
は
な

し
て
は
引
、
一
し
ゆ
の
歌
を
あ
そ
は
す
。

　
　

し
つ
の
お
か
山
田
に
か
け
し
な
る
こ
な
は
引
て
は
な
せ
は
や
る
こ
な
り
け
り

い
つ
れ
も
た
ふ
り
と
て
け
ん
た
ん
入
。
よ
、
お
の
れ
か
、
と
く
〳
〵
。
と
め
。

対
立
し
て
い
た
二
者
が
和
解
し
酒
宴
と
な
る
「
梅
ぬ
す
人
」
と
、
裁
き
を
受
け
た
二
者
が
検
断
を
追
い
込
む
「
な
る
こ
や
る
こ
」

の
結
末
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
狂
言
に
お
い
て
結
末
（
終
わ
り
方
、
幕
引
）
の
形
は
置
換
可
能
な
部
分
で
あ
り
、
泣
い
て
終

わ
ら
せ
る
こ
と
も
、
言
い
く
る
め
て
踊
ら
せ
る
こ
と
も
、
全
員
で
笑
っ
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
自
在
で
あ
る
。

検
断
が
賭
け
物
を
奪
う
「
な
る
こ
や
る
こ
」
の
結
末
は
、
判
者
が
い
わ
ゆ
る
漁
夫
の
利
を
得
る
意
外
性
と
俗
物
性
に
よ
っ
て
笑
い

を
引
き
起
こ
す
が
、
本
来
笑
わ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
双
方
が
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
る
争
い
そ
の
も
の
の

愚
か
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
梅
ぬ
す
人
」「
な
る
こ
や
る
こ
」
に
お
い
て
検
断
（
中
人
）
が
裁
き
の
根
拠
に
提
示
し
た
狂
歌
が
、

是
非
を
争
う
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
き
、
視
点
を
変
え
れ
ば
双
方
に
道
理
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。

な
お
、「
争
い
物
」
狂
言
に
は
「
二
反
の
白
」
と
し
て
知
ら
れ
る
昔
話
の
話
形
（『
日
本
昔
話
大
成
』
型
番
号
四
八
五
）
の
影
響
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
二
反
の
白
」
と
は
、
一
羽
の
鳥
の
名
を
言
い
争
う
二
人
が
和
尚
へ
各
々
布
一
反
を
渡
し
て
鳥
の
名
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
和
尚
は
「
二
反
の
四
郎
た
だ
と
り
」
と
答
え
て
布
を
取
り
去
る
民
話
の
話
形
で
あ
る
。「
二
反
の
白
」
の
民
話
が
狂
言
以

㉔

㉕

㉖
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二
一

前
に
存
在
し
た
と
は
考
え
難
い
が
、「
た
だ
と
り
」
の
四
文
字
が
民
話
の
形
で
各
地
に
広
ま
る
以
前
に
、
争
う
こ
と
は
全
て
を
失
う

愚
か
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
教
訓
性
を
も
っ
た
三
十
一
字
の
狂
歌
や
狂
歌
咄
が
あ
っ
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
。

民
話
の
和
尚
の
返
答
「
二
反
の
四
郎
た
だ
と
り
」
は
、
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
り
で
暴
れ
る
猪
を
逆
さ
に
乗
っ
て
仕
留
め
た
武
者

「
新
田
四
郎
忠
常
（
綱
）」
を
も
じ
っ
て
い
る
が
、「
た
だ
と
り
」
の
四
文
字
に
は
、
奪
取
の
意
味
の
「
た
だ
取
り
」
と
共
に
、「
各
々

が
勝
手
に
何
と
呼
ぼ
う
と
も
、
鳥
は
鳥
で
あ
る
と
い
う
た
だ
一
つ
の
真
実
が
存
在
す
る
」
と
い
う
道
理
が
掛
詞
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
者
が
名
称
を
め
ぐ
っ
て
争
う
愚
か
さ
を
笑
う
狂
言
「
な
る
こ
や
る
こ
」
の
狂
歌
や
、
梅
の
所
有
を
め
ぐ
る
争

い
を
茶
化
す
狂
言
「
梅
ぬ
す
人
」
の
狂
歌
に
同
じ
く
、
双
方
が
主
張
す
る
道
理
と
は
次
元
の
異
な
る
道
理
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

民
話
「
二
反
の
白
」
の
和
尚
は
、
争
い
の
種
と
な
っ
た
鳥
を
取
り
去
っ
た
智
者
で
も
あ
っ
た
。

飜
っ
て
、
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
で
西
行
が
詠
む
、
略
奪
の
言
い
抜
け
の
狂
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
狂
言
「
梅
ぬ
す
人
」

「
な
る
こ
や
る
こ
」
に
お
け
る
狂
歌
の
機
能
、
民
話
「
二
反
の
白
」
の
和
尚
の
返
答
の
機
能
を
見
出
す
な
ら
ば
、「
わ
が
善
き
に
」
の

狂
歌
は
、
自
他
の
所
有
の
境
を
紛
ら
し
所
有
の
概
念
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
有
を
め
ぐ
る
争
い
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を

説
く
歌
と
し
て
深
化
す
る
。
山
人
は
も
と
よ
り
納
得
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
初
め
て
、
西
行
は
こ
の

歌
の
読
み
手
と
し
て
名
を
担
が
れ
る
面
目
を
得
る
。

狂
歌
が
争
い
を
終
結
さ
せ
る
「
争
い
物
」
の
狂
言
の
「
を
か
し
」
は
、
こ
の
よ
う
に
狂
歌
の
道
理
を
運
用
す
る
機
知
に
あ
る
。
そ

の
技
巧
は
決
し
て
俗
な
も
の
で
も
幼
稚
な
も
の
で
も
な
く
、
優
れ
て
知
的
な
も
の
で
あ
る
。 ㉗



二
二

五

類
を
異
に
す
る
二
者
が
優
劣
を
争
う
形
で
綴
ら
れ
る
戯
文
を
遡
れ
ば
、
中
唐
末
か
ら
晩
唐
初
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
茶
酒
論
』

（
敦
煌
文
書Pelliot2718

他
）
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
精
進
魚
類
物
語
』『
鴉
鷺
合
戦
物
語
』『
草
木
太
平
記
』『
鶏
鼠
物
語
』
な
ど
中

世
に
多
く
書
か
れ
た
異
類
論
争
物
の
淵
源
に
あ
る
こ
と
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
茶
酒
論
』
に
お
い
て
仲
裁
者
の
役
を
担
う
「
水
」
は
、
酒
と
茶
い
ず
れ
に
も
水
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
は

自
ら
の
優
位
性
を
説
く
た
め
で
は
な
く
、「
従
今
已
後
。
切
須
和
同
。」
そ
し
て
「
長
為
兄
弟
。
須
得
之
始
終
。」
と
記
す
よ
う
に
、

争
う
二
者
に
和
を
求
め
、
同
心
し
て
兄
弟
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て
収
め
る
。
美
濃
乙
津
寺
に
住
し
、
後
に
妙
心
寺
五
十
三
世

と
な
っ
た
蘭
叔
玄
秀
作
『
酒
茶
論
』
で
は
、
酒
茶
の
徳
を
め
ぐ
る
論
争
に
対
し
て
判
者
の
役
と
な
る
閑
人
は
、「
吾
言
天
下
尤
物

酒
亦
酒
哉
茶
亦
茶
」
と
、二
者
に
優
劣
の
差
の
無
い
こ
と
を
詠
じ
て
締
め
括
る
。
近
年
多
分
野
か
ら
の
研
究
が
進
む
『
酒
飯
論
絵
巻
』

も
、
酒
を
好
む
公
家
の
長
持
と
飯
を
好
む
僧
侶
の
好
飯
が
酒
飯
の
優
劣
を
競
う
構
図
に
対
し
て
、
武
士
の
仲
成
が
「
中
道
の
理
」
を

提
示
す
る
も
の
で
、
祝
祭
に
満
ち
た
論
争
は
融
和
裡
に
終
結
す
る
。

中
国
に
は
『
茶
酒
論
』
以
後
も
、
南
宋
の
日
用
類
書
『
事
林
広
記
』
癸
集
巻
三
「
嘲
戯
綺
語
・
嘲
人
好
色
」
の
蟻
蠅
の
争
論
、
北

宋
の
邵
雍
「
漁
樵
問
対
」
の
漁
師
と
木
樵
の
争
論
、
明
末
の
文
人
作
家
鄧
志
謨
に
よ
る
『
花
鳥
争
奇
』『
山
水
争
奇
』『
風
月
争
奇
』

『
蔬
果
争
奇
』『
梅
雪
争
奇
』『
茶
酒
争
奇
』
へ
と
列
な
る
論
争
形
式
の
戯
文
の
系
譜
が
あ
り
、
こ
う
し
た
中
国
の
争
論
形
式
の
戯
文

群
が
日
本
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
唆
す
る
具
体
的
事
例
と
し
て
、
永
正
十
（
一
五
一
三
）
年
に
寧
波
か
ら
了
菴
桂
悟
を
正
使
と

す
る
遣
明
使
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
「
勧
世
文
酒
茶
四
問
」（
天
竜
寺
妙
智
院
蔵
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

㉘
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二
三

検
断
、
目
代
な
ど
の
判
者
が
登
場
し
て
二
者
の
争
い
を
裁
く
「
争
い
物
」
狂
言
は
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
広
範
に
見
ら
れ
る

こ
う
し
た
論
争
形
式
の
戯
文
の
系
譜
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、「
中
道
」「
中
庸
」「
和
」
等
と
表
記
さ
れ
る
、
優
劣
を
無

化
す
る
価
値
観
が
そ
の
底
流
に
在
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

注①
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
。

②
以
下
、
小
考
で
の
引
用
は
こ
れ
を
用
い
る
。

③
橋
本
朝
生
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
三
─
４
「
争
い
物
の
雑
狂
言
」（
み
づ
き
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
稲
田
秀
雄
「
右
近
左
近
（
内
沙

汰
）」
の
作
劇
法
」『
狂
言
作
品
研
究
序
説

形
成
・
構
想
・
演
出
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
）。

④
日
本
古
典
全
書
『
狂
言
集
』
下
（
古
川
久
校
註
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）、
金
井
清
光
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』（
風
間
書
房
、

一
九
八
九
年
）。

⑤「『
か
さ
ぬ
草
紙
』
─
─
近
世
初
期
狂
歌
咄
の
一
資
料
」（『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
』
第
四
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）。

⑥
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
三
『
か
さ
ぬ
草
紙
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）。

⑦
室
町
末
期
写
本
。
引
用
は
古
典
文
庫
『
中
世
近
世
道
歌
集
』。

⑧『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
九
号
、
一
九
八
三
年
。

⑨
道
歌
も
狂
歌
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
が
、
説
明
の
便
の
た
め
、
以
下
『
西
明
寺
百
首
』
収
載
の
当
該
歌
を
道
歌
と
記
す
。

⑩「
善
き
」
と
「
斧
」
の
掛
詞
を
用
い
た
歌
に
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
陽
明
文
庫
本
上
巻
四
〇
、『
古
本
説
話
集
』
上
巻
一
八
に
見
え
る
木



二
四

樵
の
歌
「
あ
し
き
だ
に
な
き
は
わ
り
な
き
世
の
中
に
よ
き
を
と
ら
れ
て
我
い
か
に
せ
ん
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
橋
本
朝
生
氏

注
③
前
掲
書
は
和
歌
を
詠
ん
で
斧
を
取
り
返
し
た
こ
の
説
話
を
狂
言
「
木
こ
り
歌
」
の
典
拠
と
す
る
が
、
直
接
の
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、

こ
の
歌
か
ら
狂
言
が
作
ら
れ
た
と
い
う
道
筋
は
考
え
難
い
。

⑪
橋
本
朝
生
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』（
み
づ
き
書
房
、
一
九
九
六
年
）
Ⅱ
─
五
「
天
正
狂
言
本
の
時
代
」）。

⑫
引
用
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
寛
文
十
一
年
刊
二
冊
本
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
法
語
集
』
に
翻
刻
。

⑬
寛
文
四
年
太
神
朝
臣
惟
直
識
語
「
高
山
公
実
録
四
十
九
附
録
」（
清
文
堂
史
料
叢
書
『
高
山
公
実
録
〈
藤
堂
高
虎
伝
〉
下
巻
』
上
野
市
古

文
献
刊
行
会
編
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）。

⑭
龍
谷
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
譬
喩
尽
並
古
語
名
数
』
八
冊
の
内
、「
義
」
の
冊
。

⑮
石
川
謙
校
訂
『
道
二
翁
道
話
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
五
年
）。

⑯
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
無
刊
記
二
冊
本
上
巻
十
二
丁
オ
。

⑰『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書
仮
名
草
子
篇
』（
天
理
図
書
館
司
書
研
究
部
、
養
徳
社
刊
、
一
九
四
七
年
）。

⑱
天
正
狂
言
本
の
筆
録
者
で
は
な
く
、
作
品
の
作
者
を
想
定
し
て
い
る
。
天
正
狂
言
本
は
唯
一
の
伝
本
で
あ
る
が
、
原
型
を
伝
え
て
い
る
と

は
限
ら
な
い
。

⑲『
増
補
続
史
料
大
成

多
聞
院
日
記
一
』（
臨
川
書
店
、
一
六
七
一
年
）。

⑳
原
本
の
表
記
は
「
せ
ち
木
」。『
多
聞
院
日
記
』
の
「
冬
の
末
」
と
照
合
し
「
節
季
」
と
解
釈
し
た
。

㉑
以
下
、
酒
宴
で
謡
う
小
謡
が
記
さ
れ
て
い
る
。

㉒
近
世
の
台
本
で
あ
る
和
泉
流
最
古
本
天
理
本
、
大
蔵
流
最
古
本
虎
明
本
（
い
ず
れ
も
作
品
名
は
「
や
る
こ
」）
で
は
、
検
断
は
茶
屋
の
主

人
に
変
わ
り
、
賭
け
物
は
刀
と
な
る
。
天
理
本
は
茶
屋
の
裁
き
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
が
茶
屋
を
呼
び
出
し
、
茶
を
差
し
出
し
て
自
説
へ
の
肩
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二
五

入
れ
を
頼
む
が
、
虎
明
本
は
天
正
本
か
ら
あ
っ
た
賄
賂
の
要
素
を
欠
く
。

㉓
天
正
狂
言
本
の
表
記
は
「
た
ふ
り
」。

㉔
中
略
し
た
部
分
に
は
、
西
行
詠
歌
と
す
る
「
賤
の
男
が
」
を
引
き
出
す
た
め
に
、
西
行
出
家
の
語
り
が
入
る
。

㉕
な
お
、
こ
れ
ら
の
狂
歌
は
狂
言
以
外
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
や
る
こ
」
が
鳴
子
の
異
名
で
あ
る
こ
と
も
他
の
用
例
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
狂
歌
も
狂
言
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

㉖
北
川
忠
彦
「
狂
言
素
材
と
し
て
の
民
間
説
話
」（『
立
命
館
文
学
』
一
九
六
五
年
六
月
）。

㉗『
百
喩
経
』
毘
舎
闍
鬼
の
喩
え
で
、
争
う
二
鬼
に
語
る
言
葉
「
爾
等
の
諍
ふ
所
を
我
已
に
去
る
を
得
た
り
今
、
爾
等
を
し
て
諍
ふ
所
無
か

ら
し
む
」
が
想
起
さ
れ
る
。

㉘
狩
野
直
喜
「
支
那
俗
文
学
史
研
究
の
材
料
（
上
・
下
）」（『
藝
文
』
第
七
年
第
一
・
三
号
、
一
九
一
六
年
）、
塩
谷
温
「
茶
酒
論
に
就
い
て
」

（『
漢
學
會
雜
誌
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
四
年
）、
那
波
利
貞
「
晩
唐
時
代
の
撰
述
と
考
察
せ
ら
る
る
茶
に
関
す
る
通
俗
的
滑
稽
文
学

作
品
」（『
史
林
』
第
三
十
巻
第
三
号
、
一
九
四
五
年
）
等
。

㉙
注
㉘
那
波
氏
論
文
。

㉚
妙
心
寺
養
徳
院
蔵
天
正
四
年
識
一
軸
。
同
院
Ｈ
Ｐ
掲
載
画
像
に
拠
る
。
今
日
庵
文
庫
蔵
写
本
は
二
〇
一
八
年
秋
季
特
別
展
図
録
『
酒
飯
論

絵
巻

よ
う
こ
そ
中
世
日
本
の
宴
の
席
へ
』（
茶
道
資
料
館
、
二
〇
一
八
年
十
月
）
に
一
部
掲
載
。

㉛
三
好
俊
徳
「
宗
論
か
ら
み
る
『
酒
飯
論
絵
巻
』
の
特
徴
―
第
四
段
詞
書
を
中
心
に
」（
阿
部
泰
郎
・
伊
藤
信
博
編
ア
ジ
ア
遊
学
一
七
二

『『
酒
飯
論
絵
巻
』
の
世
界
─
─
日
仏
共
同
研
究
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
仲
成
が
論
争
を
包
括
し
肯
定
す
る
「
中
道
の
理
」
を

天
台
宗
の
根
本
教
義
で
あ
る
一
心
三
観
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

㉜
金
文
京
「
東
ア
ジ
ア
の
異
類
論
争
文
学
」（『
文
学
』
隔
月
刊
第
六
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
五
年
十
一
─
十
二
月
）。




