
『
恋
重
荷
』

論
ー
『
綾
鼓
』

（序）

今
回
、
能
と
い
え
ば
誰
も
が
世
阿
弥
を
想
像
す
る
ほ
ど
能
の
世
界

に
世
阿
弥
は
君
臨
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
芸
術
的
才
能
や
類
い
希
な

美
意
識
は
賞
賛
を
浴
び
、
世
阿
弥
の
名
声
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
中
世
の
時
代
に
お
い
て
の
彼
の
評
価
は
ま
た
別
で
あ

る
。
そ
れ
ば
本
来
観
客
と
し
て
持
つ
べ
き
大
衆
を
遠
ざ
け
、
あ
ま
り

に
能
を
芸
術
と
し
て
高
め
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

私
は
世
阿
弥
は
詩
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。
夢
幻
能
と
い
う
形
式
や

能
の
題
材
の
取
り
方
、
「
つ
づ
れ
の
錦
」
と
言
わ
れ
る
優
美
な
詞
章
、

そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
は
一
篇
の
詩
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
阿

弥
の
能
の
性
格
に
誘
わ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
世
阿
弥
の
作
品
『
恋
重
荷
』

を
見
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

『
恋
重
荷
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
『
申
楽
談
義
』
に
「
世
子
作
」

と
あ
り
、
『
五
音
』
に
作
曲
者
名
な
し
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
世
阿

弥
作
曲
を
意
味
す
る
〉
の
で
、
世
阿
弥
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
三
道
』
の
「
恋
重
荷
、
昔
、
綾
の
太
鼓
也
」

と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
、
『
恋
重
荷
』
は
『
綾
の
太
鼓
』
の
改
作
で

と
の
比
較
を
中
心
に
ー中

村

綾

あ
る
’
こ
と
が
わ
か
る
。
『
綾
の
太
鼓
』
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
こ

の
作
品
は
現
在
あ
る
『
綾
鼓
』
の
原
作
で
内
容
も
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
『
恋
章
一
荷
』
の
比
較
の
対
象
と
し
て
『
綾
鼓
』

を
用
い
て
も
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
恋
重
荷
』
と
『
綾
鼓
』
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥

が
『
綾
の
太
鼓
』
（
『
綾
鼓
』
）
を
改
作
し
た
理
由
ゃ
、
改
め
て
作

ら
れ
た
『
恋
重
荷
』
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
が
見
え
て
く
る

だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
世
阿
弥
の
能
に
対
す
る
考
え
や
そ
の
特
徴
を
分

析
し
、
『
恋
重
荷
』
と
い
う
作
品
の
中
に
「
世
阿
弥
ら
し
さ
」
を
探
っ

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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〈
第
一
章
）

（
第
一
節
）

『
恋
重
荷
』
と
『
綾
鼓
』
の
主
題

『
恋
重
荷
』
｜
そ
も
恋
は
な
に
の
重
き
ぞ

序
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
曲
は
世
阿
弥
の
作
品
で
あ
る
。
能
の
種

類
三
雑
能
（
四
番
目
物
）
に
あ
た
り
、
「
現
在
H

夢
幻
能
」
ま
た
は
、



「
準
夢
幻
能
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
素
材
は
『
宝
物
集
』

や
『
今
昔
物
語
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
下
賎
な
者
の
高
賞
な
女
性
に

対
す
る
恋
」
の
話
で
あ
る
。

場
面
は
京
都
の
白
河
院
の
御
所
、
菊
の
咲
く
庭
先
、
登
場
人
物
は
、

前
ジ
テ
H

山
科
の
荘
司
と
い
う
菊
の
下
棄
を
取
る
老
人
、
後
ジ
テ
U

同
人
の
怨
霊
、
ワ
キ
H

白
河
院
に
仕
え
る
臣
下
の
者
、
ツ
レ
日
白
河

院
の
女
御
、
ア
イ
U

従
者
、
大
筋
は
次
の
還
り
で
あ
る
。

白
河
院
の
御
所
で
菊
の
下
葉
を
取
る
老
人
が
女
御
の
姿
を
垣
間
見

て
恋
に
落
ち
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
女
御
や
臣
下
の
者
た
ち
は
謀

り
、
恋
重
荷
と
名
付
け
ら
れ
た
綾
羅
錦
紗
で
包
ん
だ
巌
を
老
人
が
持

ち
上
げ
庭
を
往
復
す
る
な
ら
ば
女
御
の
姿
を
も
う
一
度
拝
ま
せ
よ
う

と
い
う
。
老
人
は
必
死
に
持
と
う
と
す
る
が
当
然
巌
を
持
て
る
は
ず

が
な
く
、
恋
の
苦
し
み
悲
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
。

（
中
入
り
）

鬼
と
化
し
て
女
御
の
前
に
現
れ
た
老
人
ば
恋
の
恨
み
つ
ら
み
を
述

べ
女
御
を
責
め
立
て
る
が
、
自
分
を
弔
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
恨
み
は

消
え
、
終
に
は
女
御
の
守
り
神
に
な
ろ
う
と
さ
え
言
い
、
老
人
は
地

獄
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

従
来
『
恋
重
荷
』
の
評
価
が
分
れ
る
の
は
中
入
り
後
の
後
の
場
に

置
い
て
で
あ
る
。
女
御
へ
の
叶
わ
ぬ
恋
の
執
念
で
鬼
と
化
し
た
老
人

だ
が
、
突
然
簡
単
に
恨
み
を
捨
て
て
し
ま
い
、
あ
っ
け
な
い
結
束
で

あ
る
。
本
来
後
の
場
の
鬼
と
化
し
た
老
人
が
女
御
を
責
め
る
場
面
は

こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
頂
点
を
含

む
部
分
は
分
量
的
に
少
な
く
、
鬼
の
意
気
地
な
さ
と
突
然
の
怨
念
の

浄
化
に
よ
り
物
足
り
な
い
。

結
末
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
は
多
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
後
の

場
だ
け
の
評
価
で
あ
っ
て
、
『
恋
重
荷
』
作
品
全
体
の
評
価
と
は
別

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
世
阿
弥
は
こ
の
作
品
で
何
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
の
か
、
主
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
ゆ
く
。

後
の
場
に
置
い
て
先
の
よ
う
な
批
判
が
生
ま
れ
る
の
は
、
詞
章
の

量
的
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
後
の
場
の
詞
章
の
量
の
少
な
さ
は
前

の
場
に
比
べ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
前
の
場
が
、
恋
と
い
う
も
の
が
ど

ん
な
に
苦
し
く
辛
く
叶
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
、
老
人
が
し
み
じ

み
と
語
り
観
せ
る
場
面
で
、
そ
の
量
も
詞
章
も
「
恋
情
」
と
い
う
も

の
を
十
分
に
現
す
だ
け
の
繊
細
さ
を
も
っ
て
充
実
し
て
い
る
の
に
対

し
、
後
の
場
法
「
鬼
一
を
表
現
す
る
に
も
、
結
末
の
大
転
回
に
対
応

す
る
に
も
、
震
と
詞
が
足
り
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
後
の
場
の
物

足
り
な
さ
ほ
、
表
章
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
演
出
の
問
題
も
関
わ
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
詞
章
の
量
の

偏
り
に
は
、
こ
の
作
品
自
体
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
量
が
前
の
場
に
偏
っ
て
い
る
の
は
、
前
の
場
こ
そ
表
現
の
中
心

で
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。

そ
の
前
の
場
を
簡
単
に
見
て
ゆ
く
と
、
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そ
こ
に
は
、
老
人
の
深
く



諦
め
の
つ
か
な
い
恋
の
思
い
、
そ
れ
に
伴
う
悲
哀
が
十
分
に
綴
ら
れ

て
い
る
。
老
人
は
初
め
か
ら
、
女
御
に
恋
す
る
こ
と
が
身
分
違
い
で

あ
り
、
荷
を
持
つ
こ
と
が
「
か
な
は
ぬ
業
」
で
あ
る
こ
と
は
気
づ
い

て
い
た
。
そ
れ
で
も
思
い
の
深
さ
故
「
重
荷
な
り
と
も
逢
ふ
（
負
ふ
）

ま
で
の
、
恋
の
持
夫
に
な
ら
う
よ
」
「
重
く
と
も
思
ひ
は
捨
て
じ
」

一
重
く
と
も
心
添
え
て
、
持
て
や
持
て
や
下
人
一
ん
て
こ
の
恋
に
諦

め
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
老
人
に
と
っ
て
一
巌
』
以
上
に
自
分
の

一
恋
」
こ
そ
が
重
荷
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ

な
く
な
っ
た
時
、
老
人
は
恋
に
狂
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

標
芽
が
腹
立
ち
ゃ
、
由
な
き
恋
を
管
鑑
、
臥
し
て
見
れ
ど
も
居

ら
れ
ば
こ
そ
、
苦
し
や
ひ
と
り
寝
の
、
わ
が
手
枕
の
肩
替
へ

て
、
持
て
ど
も
持
た
れ
ぬ
、

そ
も
恋
は
何
の
重
き
ぞ

こ
こ
に
は
、
老
人
の
切
実
な
恋
情
を
突
き
破
っ
て
吹
き
出
し
た
憤

怒
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど
ん
な
に
怒
り
狂
お
う
と
し
て
も
、
そ

れ
以
上
に
恋
情
が
勝
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
老
人
ば
ふ
っ
と
墜
く
。

「
そ
も
恋
は
何
の
重
き
ぞ
」

私
は
こ
の
詞
こ
そ
こ
の
作
品
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
思
う
。
こ
の
詞
が
ど
ん
な
詞
よ
り
も
老
人
の
心
を
表
し
て
お
り
、

老
人
の
感
情
は
全
て
こ
の
一
一
語
に
尽
き
る
と
患
う
の
だ
。
そ
れ
は
自

問
し
な
が
ら
訴
え
て
い
る
。
恋
の
何
が
置
い
の
か
、
そ
れ
は
こ
の
前

の
場
で
綴
ら
れ
る
老
人
の
恋
情
全
て
が
結
局
老
人
の
「
恋
の
思
い
－

が
「
恋
の
重
荷
一
な
の
で
あ
る
。
老
人
の
控
え
め
で
あ
る
が
強
い
、

し
か
し
切
羽
詰
ま
っ
た
恋
に
よ
る
言
動
全
て
が
「
重
い
」
の
だ
。
即

ち
「
そ
も
恋
は
何
の
重
き
ぞ
」
の
答
え
は
こ
の
作
品
自
身
が
表
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
恋
の
重
荷
、
そ
の
「
重
荷
」
こ
そ
こ
の
作
品
の

表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
主
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。
『
恋
重
荷
』

の
作
品
川
ぷ
一

g
一
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
と
さ
え
私
法
思
う
の
だ
。

こ
れ
以
降
の
詞
章
は
付
け
足
し
と
い
う
と
極
端
だ
が
、
心
の
中
の

あ
る
要
素
を
強
調
し
て
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
と
思
う
。
あ

る
要
素
と
は
人
聞
の
心
の
奥
深
く
に
潜
む
鬼
的
な
も
の
（
狂
気
、
非

情
さ
残
酷
さ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
限
的
な
感
情
の
高
ま
り

で
ふ
と
表
出
す
る
の
だ
。
た
だ
鬼
的
な
も
の
も
人
聞
の
感
情
の
一
つ

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
鬼
的
な
心
情
の
対
極
に
は
必
ず
人
的
な
心
情
が

怠
w
ス
w

。
後
の
場
は
言
っ
て
み
れ
ば
こ
の
二
極
の
心
の
葛
藤
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
「
さ
て
懲
り
給
へ
や
懲
り
給
へ
」
と
女
御
を
責
め

な
が
ら
も
、
「
重
荷
と
い
ふ
も
思
ひ
な
り
一
と
切
な
い
心
情
を
漏
ら

し
、
女
御
を
恨
み
な
が
ら
も
結
局
許
し
て
し
ま
う
。

後
の
場
で
老
人
は
鬼
の
姿
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
心
に
は
鬼
的
な

怨
念
と
人
的
な
恋
情
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
鬼
は
本
物
の
鬼

で
は
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
前
の
場
に
付
け
加
え
ら
れ
た
よ
う
な
形
が
後
の
場

で
あ
り
、
そ
の
簡
素
さ
は
こ
の
作
品
の
表
現
方
法
だ
っ
た
と
言
え
よ
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ぅ
。
な
ぜ
な
ら
、
後
の
場
を
切
り
詰
め
、
ま
た
鬼
が
鬼
ら
し
い
働
き

を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
強
調
さ
れ
、
恋
情
と

い
う
不
確
か
な
も
の
を
表
す
こ
と
が
出
来
た
と
恩
う
の
だ
。

（
第
二
節
）

『
綾
鼓
』
｜
鼓
は
何
と
て
鳴
ら
ざ
ら
ん

こ
の
曲
の
作
者
は
不
明
で
あ
る
。
世
阿
弥
作
で
あ
る
と
い
う
説
も

あ
る
が
確
証
は
な
い
。
能
の
種
類
も
、
素
材
も
、
『
恋
重
荷
』
と
同

じ
で
あ
る
。

場
面
は
筑
前
の
圏
木
の
丸
の
皇
居
、
桂
の
木
の
あ
る
池
の
辺
り
、

登
場
人
物
は
、
前
ジ
テ
H

庭
掃
き
の
老
人
、
後
ジ
テ
H

同
人
の
悪
鬼
、

ワ
キ
H

木
の
丸
の
皇
居
に
仕
え
る
臣
下
の
者
、
ツ
レ
H

木
の
丸
の
皇

居
の
女
御
、
ア
イ
H

従
者
、
大
筋
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

筑
前
の
国
木
の
丸
の
皇
居
で
庭
掃
き
を
す
る
老
人
が
、
女
御
の
姿

を
見
て
恋
に
落
ち
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
女
御
や
歪
下
の
者
た
ち
ば
謀

り
、
綾
で
張
っ
た
鼓
を
老
人
に
打
た
せ
、
そ
の
音
が
喜
一
居
に
届
い
た

な
ら
ば
女
御
は
老
人
に
会
う
と
言
う
。
老
人
は
勇
ん
で
打
つ
が
綾
で

張
ら
れ
た
鼓
か
ら
音
が
出
る
は
ず
も
な
く
、
老
人
は
絶
望
か
ら
自
殺

し
て
し
ま
う
。
（
中
入
り
）
悪
鬼
と
な
っ
て
現
れ
た
老
人
は
自
分
を

踊
し
た
女
御
を
容
赦
な
く
責
め
立
て
る
。
そ
の
憎
悪
と
執
念
は
消
え

る
こ
と
な
く
、
恨
め
し
い
と
繰
り
返
し
な
が
ら
蛇
に
変
化
し
消
え
て

ゆ
く
。

『
綾
鼓
』
の
作
品
で
ま
ず
驚
く
の
は
、
後
の
場
の
悪
鬼
と
な
っ
た

老
人
の
劇
的
で
激
し
い
調
や
立
回
り
で
あ
る
。
老
人
の
女
御
へ
の
憎

悪
や
怨
念
は
半
端
で
は
な
く
、
大
変
執
念
深
い
。
し
か
し
女
御
た
ち

は
老
人
を
編
し
葬
ん
だ
の
だ
か
ら
、
そ
の
報
復
と
し
て
『
恋
重
荷
』

の
結
末
よ
り
も
こ
の
結
末
の
方
が
観
客
も
納
得
し
、
迫
力
も
あ
っ
て

見
ご
た
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。
類
曲
と
は
い
え
『
恋
重
荷
』
と
は
全
く

違
う
作
品
で
あ
る
の
だ
。
で
は
、
こ
の
作
品
が
表
現
し
よ
う
と
し
た

も
の
は
何
で
あ
る
の
か
、
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

こ
の
作
品
を
通
し
て
ま
ず
気
づ
く
の
が
、
老
人
の
「
恋
」
が
見
え

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
は
「
下
賎
な
者
の
高
貴

な
女
性
に
対
す
る
恋
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
イ
コ
ー
ル
「
叶
わ
ぬ
恋
」

で
あ
る
の
だ
が
、
「
叶
わ
ぬ
恋
」
を
し
て
い
る
老
人
に
し
て
は
そ
の

姿
や
態
度
に
切
実
な
思
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
確
か
に
比
の
作
品
の

晃
一
封
立
後
の
’
喝
の
鬼
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
分
暫
の
場
で
、
老
人

の
切
な
い
恋
を
表
現
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
前
の
場
に
は

淡
々
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
芝
居
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
老
人
の

「
恋
」
を
感
じ
さ
せ
る
程
の
詞
は
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
老
人
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
「
綾
の
鼓
」
で
あ
る
か
ら
「
鳴

ら
ぬ
鼓
」
に
対
す
る
老
人
の
苛
立
ち
ゃ
苦
悩
は
見
え
て
く
る
。

さ
な
き
だ
に
閣
の
夜
鶴
の
老
い
の
身
に
、
思
ひ
を
添
ふ
る
ほ
か

な
さ
よ
、
時
の
移
る
も
白
波
の
、
鼓
は
何
と
て
鳴
ら
ざ
ら
ん
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こ
の
よ
う
な
部
分
が
恋
心
に
つ
い
て
表
し
て
い
る
と
も
言
え
な
く

は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
の
詞
か
ら
切
羽
詰
ま
っ
た
程
の
恋
の
思
い
ほ

感
じ
ら
れ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
老
人
が
切
羽
詰
ま
っ
て
い
る
の
は
「
鳴

ら
ぬ
鼓
」
に
対
し
て
で
あ
る
。

老
ひ
の
衣
手
力
添
へ
て
、
打
て
ど
も
聞
こ
え
ぬ
は
、
も
し
も
老

耳
の
ゆ
ゑ
や
ら
ん
と
、
聞
け
ど
も
聞
け
ど
も
（
略
）
あ
や
し
の

太
鼓
や
、
何
と
て
音
は
出
で
ぬ
ぞ

こ
の
よ
う
な
、
鼓
を
「
打
つ
」
「
聞
く
」
だ
け
の
老
人
の
姿
に
「
恋
」

に
よ
る
感
情
の
動
き
は
見
え
な
い
。
た
だ
偽
物
の
鼓
を
打
た
さ
れ
踊

さ
れ
て
い
る
姿
が
強
調
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

に
、
老
人
が
「
踊
さ
れ
た
」
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
老
人
の
恨
み
を
残
し
た
自
殺
も
、
後
の
場
の
鬼
も
、
劇
的
な
も

の
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
恋
情
な
ど
の
余
計
な
要
素
を
一
切

省
き
、
「
綾
の
鼓
」

H

「
鳴
ら
ぬ
鼓
」
だ
け
を
強
調
す
る
よ
う
に
淡

々
と
話
を
運
ん
だ
こ
と
で
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
の
助
走
と
な
り
え

た
の
だ
ろ
う
。

後
の
場
に
は
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
悪
鬼
と
化
し
た
老
人
の
凄
ま

じ
い
復
讐
の
場
面
で
あ
り
、
一
番
の
見
所
で
あ
る
。

鳴
る
も
の
か
鳴
る
も
の
か
、
打
ち
て
見
給
へ
打
て
や
打
て
や
と

攻
め
鼓
、
寄
せ
拍
子
と
う
と
う
、
打
ち
給
へ
打
ち
給
へ
と
て
、

答
を
振
り
上
げ
責
め
摩
れ
ば
。
鼓
は
鳴
ら
で
悲
し
ゃ
悲
し
ゃ
と
、

叫
び
ま
し
ま
す
女
御
の
御
声
、
あ
ら
さ
て
懲
り
や
さ
て
懲
り
や

そ
の
詞
の
激
し
さ
も
さ
る
事
な
が
ら
、
こ
の
鬼
ほ
女
御
の
胞
を
取
っ

た
り
杖
を
銭
り
上
げ
た
り
と
、
そ
の
立
回
り
も
荒
く
激
し
い
。
観
客

は
鬼
の
迫
力
と
恐
ろ
し
さ
に
引
き
付
け
ら
れ
る
ほ
ず
で
あ
る
。
当
然

こ
の
後
の
場
で
は
「
恋
情
」
な
ど
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
。
つ
ま
り

「
恋
の
思
い
」
な
ど
の
人
間
感
情
の
や
さ
し
い
部
分
の
詞
が
省
か
れ

た
こ
と
で
、
女
御
を
執
劫
に
責
め
る
鬼
ら
し
い
鬼
の
姿
が
印
象
づ
け

ら
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
盛
り
上
が
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
成
功
し

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
鬼
は
本
物
の
鬼
で
あ
り
、
人
間
ら
し
い
感
情
や

脆
さ
は
必
要
な
か
っ
た
の
だ
。

あ
ら
恨
め
し
ゃ
恨
め
し
ゃ
、
あ
ら
恨
め
し
ゃ
、
恨
め
し
の
女
御

や
と
て
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る

鬼
は
消
え
て
ゆ
く
が
、
こ
の
台
詞
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
鬼
の
怨
念

は
消
え

τは
お
ら
ず
、
「
鬼
」
を
強
く
印
象
づ
け
た
ま
ま
こ
の
作
品

は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

些
細
な
こ
と
で
人
間
は
足
を
滑
ら
せ
て
し
ま
う
。
「
鼓
は
何
と
て

鳴
ら
ざ
ら
ん
」
、
そ
う
思
っ
た
瞬
間
老
人
は
妄
執
に
囚
わ
れ
地
獄
へ

と
足
を
滑
ら
せ
た
。
こ
の
詞
は
老
人
の
人
間
と
し
て
の
最
後
の
感
情

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
作
品
の
表
現
し
た
も
の
は
、
妄
執
や

怨
念
だ
け
に
縛
ら
れ
た
人
聞
の
究
極
の
姿
、
「
鬼
」
に
あ
っ
た
と
思

う
。
そ
し
て
そ
の
「
鬼
－
を
表
す
だ
け
の
詞
章
も
演
出
も
『
綾
鼓
』

に
は
十
分
尽
く
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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（
第
二
章
）

（
第
一
節
）

『
恋
重
荷
』
の
特
色

砕
動
風
鬼

鬼

第
一
章
で
『
恋
重
荷
』
『
綾
鼓
』
の
主
題
を
探
っ
た
。
そ
れ
に
よ

り
こ
の
両
作
品
が
共
通
の
素
材
と
モ
チ
ー
フ
を
も
と
に
創
作
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
題
を
も
っ
て
全
く
独
立

し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
二
章
で
は
、
両
作
品
の
主
題
の
相
違
を
決
定
づ
け
た
特
色
の
一

つ
で
あ
る
「
鬼
」
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
第
一
章
で

『
恋
重
荷
』
『
綾
鼓
』
を
比
較
し
た
と
き
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
「
鬼
」

の
相
違
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
結
末
に
お
い
て
、
『
恋
重
荷
』
の
鬼
は

女
御
を
心
底
か
ら
恨
み
還
す
こ
と
は
で
き
ず
結
局
成
仏
し
て
し
ま
う

「
鬼
ら
し
く
な
い
鬼
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
綾
鼓
』
の
鬼
は
地

獄
へ
女
御
も
落
と
そ
う
と
す
る
か
の
如
く
恨
み
責
め
抜
き
、
そ
れ
で

も
成
仏
し
な
い
「
鬼
ら
し
い
鬼
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
作
品
の

鬼
の
性
格
付
け
が
異
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
こ
の
鬼
の
相
違
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
鬼
に
こ

そ
世
阿
弥
が
『
綾
鼓
』
を
改
作
し
た
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
。
こ
の
節
で
は
そ
の
意
図
が
何
で
あ
る
の
か
、
世
阿
弥
の
考

え
る
鬼
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
世
間
弥
の
能
楽
論
か
ら
探
っ

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

世
阿
弥
の
最
初
の
能
楽
論
奮
は
『
風
姿
花
伝
』

〈
通
称
『
花
伝
書

以
後
遺
称
で
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
中
の
第
二
〈
物
真
似
条
々
〉

と
い
う
章
を
見
る
が
、
こ
れ
は
物
真
似
に
つ
い
て
の
心
得
を
示
し
た

物
で
、
物
真
似
を
女
・
老
人
・
直
面
・
物
狂
・
法
師
・
修
羅
・
神
・

鬼
・
膚
事
の
九
体
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
世
阿
弥

に
よ
っ
て
老
体
・
女
体
・
軍
体
の
三
体
に
統
制
さ
れ
る
の
で
、
九
体

に
ま
で
細
か
く
物
ま
ね
が
指
示
さ
れ
て
い
た
の
を
見
る
と
、
こ
の
時

代
、
能
が
写
実
的
な
傾
向
を
も
ち
物
真
似
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

勿
論
注
目
す
べ
き
は
鬼
の
項
で
あ
る
。
能
の
中
で
も
鬼
能
は
そ
の

舞
台
の
迫
力
や
華
や
か
さ
で
、
観
客
の
関
心
と
人
気
を
呼
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
。
鬼
の
面
白
さ
を
「
巌
も
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」
（
『
花
伝

書
』
）
と
言
っ
た
世
阿
弥
の
言
葉
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
え
る
。

し
か
し
こ
の
鬼
の
項
を
見
る
と
、
鬼
は
「
怨
霊
・
濁
き
物
の
鬼
」
と

「
誠
の
冥
途
の
鬼
一
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
両
者
の
面
白
さ
の
程
度
が

異
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
鬼
に
は
「
面
白
き
便
り
一
一
が
あ
る
が
、
後

者
の
鬼
ほ
「
恐
ろ
し
き
あ
い
だ
に
面
白
き
所
更
に
な
し
」
と
評
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
一
怨
霊
・
源
き
物
の
鬼
」
に
つ
い
て

は
「
細
か
に
足
手
を
使
ひ
て
物
頭
を
本
に
し
て
働
け
ば
面
白
き
便
り

あ
り
』
と
あ
り
、
つ
ま
り
繊
細
な
動
作
で
趣
向
を
こ
ら
す
余
裕
が
あ

り
、
面
白
く
な
る
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
「
誠
の
冥
途
の
鬼
一
ば
所

謂
「
本
物
の
鬼
－
で
あ
る
か
ら
、
「
鬼
ら
し
く
」
激
し
い
お
お
げ
さ

な
動
作
を
す
る
以
外
工
夫
も
限
ら
れ
、
つ
ま
り
こ
れ
が
「
面
白
き
便
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り
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
『
花
伝
書
』
の
世
阿
弥
は
「
誠
の
冥
途
の
鬼
』
も
含

め
た
「
鬼
」
を
認
め
て
い
た
と
一
一
守
え
る
。
と
に
か
く
鬼
能
に
は
伝
統

が
あ
り
人
気
が
あ
り
、
ま
た
大
和
猿
楽
の
得
意
芸
で
あ
っ
た
。
し
か

も
世
阿
弥
自
身
「
鬼
」
が
心
得
次
第
で
華
や
か
な
面
白
い
舞
台
に
な

る
こ
と
は
『
花
伝
書
』
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
世
阿
弥
の
能
楽
論
が
熱
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
「
誠
の
冥
途
の
鬼
」
な

る
「
本
物
の
鬼
」
は
世
阿
弥
の
考
え
る
能
の
範
晴
に
入
ら
な
く
な
っ

て
ゆ
く
。
世
阿
弥
の
考
え
る
能
と
は
、
二
曲
三
体
に
よ
る
夢
幻
能
で

あ
る
。
二
曲
三
体
と
は
、
九
体
を
三
体
の
老
体
・
女
体
・
軍
体
に
し

ぼ
り
、
そ
の
三
体
に
歌
舞
二
曲
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
、
世
阿
弥
は
そ

れ
を
能
の
義
本
と
し
た
。
こ
の
考
え
が
現
れ
る
の
は
二
番
目
の
能
楽

論
番
『
能
序
破
急
事
』
か
ら
で
あ
る
。
二
曲
三
体
に
つ
い
て
は
『
至

花
道
』
に
詳
し
く
、
二
曲
三
体
を
稽
古
の
基
本
と
し
、
こ
の
二
曲
三

体
を
習
得
す
れ
ば
こ
れ
以
外
の
形
ば
応
用
が
効
く
の
だ
と
い
う
。
こ

れ
は
物
真
似
の
九
体
か
ら
の
脱
却
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
『
花
伝
書
』

に
は
こ
の
『
物
真
似
』
の
一
章
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ

こ
で
世
阿
弥
の
能
に
対
す
る
考
え
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
窺
え

る
だ
ろ
う
。

世
阿
弥
の
変
化
は
勿
論
「
鬼
」
に
も
及
び
、
九
体
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
っ
た
鬼
は
三
体
の
一
つ
「
箪
体
」
の
応
用
で
演
じ
る
も
の
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
当
時
の
物
真
似
的
能
が
、
特
に
そ
の
色
彩
の
強
い

鬼
能
が
、
突
然
九
体
か
ら
三
体
へ
と
世
阿
弥
の
能
へ
移
行
で
き
る
は

ず
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
結
局
世
阿
弥
ば
三
体
と
は
別
に
そ
の
応
用
編

と
し
て
「
鬼
」
を
付
け
加
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
鬼
ほ
、
強
く
恐
ろ

し
い
だ
け
の
「
誠
の
冥
途
の
鬼
」
な
る
「
鬼
」
と
、
世
阿
弥
が
考
え

認
め
る
「
鬼
」
の
二
種
に
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
法
『
二
曲
三
体
人
形
図
』
（
通
称
『
人
形
図
』
以
後
遺
称
で
呼

ぶ
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
書
で
ほ
鬼
が
「
砕
動
風
」
と
「
力
動
風
」
と
に
区
別
さ
れ
、

ま
た
前
者
は
「
形
鬼
心
人
」
、
後
者
は
「
勢
形
心
鬼
」
と
添
え
書
か

れ
る
。
そ
の
説
明
は
、

【
砕
動
風
】
此
砕
動
風
、
形
は
鬼
な
れ
共
、
心
は
人
な
る
が
故

に
、
身
に
力
を
頼
み
持
た
ず
し
て
立
振
舞
へ
ば
、
働
き
細
や
か

に
砕
く
る
也
。
心
身
に
カ
を
入
れ
ず
し
て
、
身
の
軽
く
な
る
所
、

則
ち
砕
動
風
の
人
体
也

【
力
動
嵐
】
是
法
力
を
体
に
し
て
働
く
風
に
な
れ
ば
、
品
あ
る

べ
か
ら
ず
。
心
も
鬼
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
い
か
つ
の
見
嵐
に
て
、

面
白
き
よ
そ
を
い
少
な
し

比
べ
て
見
て
大
き
な
違
い
は
、
「
砕
動
嵐
」
の
鬼
は
「
形
は
鬼
で
あ

る
が
心
は
人
」
で
あ
る
の
に
対
し
「
カ
動
風
」
の
鬼
は
「
形
も
心
も

鬼
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
ま
た
そ
の
動
作
も
、
「
砕
動
風
」
で
あ
れ
ば

「
心
身
に
心
を
入
れ
ず
援
や
か
に
、
動
作
は
繊
細
に
」
と
謂
う
の
に

対
し
、
「
カ
動
嵐
」
ば
「
カ
が
頼
り
で
、
ロ
悶
（
風
情
な
ど
）
が
あ
る

70 



は
ず
が
な
く
面
白
く
な
い
」
と
言
う
。
世
阿
弥
は
こ
の
「
カ
動
風
｝

に
対
し
否
定
的
で
あ
る
が
、
即
ち
こ
の
鬼
は
『
花
伝
書
』
で
見
た

一
誠
の
冥
途
の
鬼
」
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
面
白
さ
が
な
い
と
評
さ
れ
て

い
る
の
が
同
じ
で
あ
る
。
で
は
「
砕
動
風
」
は
ど
の
よ
う
な
鬼
で
あ

ろ
う
か
a

そ
れ
こ
そ
世
阿
弥
が
認
め
た
鬼
で
あ
り
、
『
花
伝
書
』
に

お
い
て
「
冥
途
の
鬼
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
「
怨
霊
・
滋
き
物
の
鬼
」

で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
鬼
は
「
冥
途
の
鬼
」
と
比
較
し
て
面
白
く
演

じ
る
手
段
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
手
段
は
「
細
か
に
足

手
使
ひ
て
」
と
い
う
動
作
で
あ
る
が
、
こ
の
動
作
は
「
砕
動
嵐
」
の

「
働
き
細
や
か
に
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
花
伝
書
』
で
「
怨
霊
・
滋
き
物
の
鬼
」
と
「
誠
の
冥
途

の
鬼
」
を
ま
と
め
て
「
鬼
』
と
呼
ん
で
い
た
の
を
、
『
人
形
図
』
で

は
前
者
を
「
砕
動
風
鬼
」
後
者
を
「
カ
動
風
鬼
」
と
は
っ
き
り
区
別

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
当
然
両
者
の

鬼
の
評
価
の
差
異
も
明
確
に
な
る
が
、
カ
動
風
鬼
の
場
合
、
『
三
道
』

に
お
い
て
「
異
風
也
」
「
当
流
に
心
得
ず
」
と
さ
れ
、
『
拾
玉
得
花
』

に
も
「
当
流
に
は
然
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
突
き
放
さ
れ
る
の
で
、
評

価
以
前
に
こ
の
鬼
が
世
阿
弥
に
全
く
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
世
阿
弥
の
こ
の
考
え
は
か
な
り
強
固
で
、
そ
れ
は
最
晩
年
ま
で

変
わ
ら
な
い
。
七
十
二
裁
で
佐
渡
へ
流
さ
れ
る
と
い
う
大
変
な
不
幸

に
見
舞
わ
れ
た
世
阿
弥
で
あ
る
が
、
そ
の
佐
渡
配
流
中
に
娘
婿
の
禅

竹
か
ら
の
手
紙
の
返
事
と
し
て
出
し
た
手
紙
に
次
の
よ
う
な
文
面
が

あ
る
。

状
に
鬼
の
能
事
承
り
候
。
こ
れ
は
こ
な
た
の
流
に
は
知
ら
ぬ
事

と
に
て
候
。
仮
令
、
記
倒
倒
州
凶
開
制
剖
割
の
分
に
て
候
。
刻

動
な
ん
ど
は
他
流
の
こ
と
に
て
候

禅
竹
が
「
鬼
」
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
佐
渡
ま
で
尋
ね
て
き
た
の
に
、

世
間
弥
は
こ
の
よ
う
に
取
り
付
く
島
も
な
い
。
か
な
り
の
高
齢
で
時

世
に
も
見
放
さ
れ
た
世
阿
弥
で
あ
る
の
に
、
一
体
こ
の
信
念
を
支
え

て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
後
に
第
二
節
で
考
え

た
い
と
思
う
。
と
に
か
く
世
阿
弥
は
徹
底
し
て
「
カ
動
風
鬼
」
を
認

め
な
い
。
世
阿
弥
が
認
め
る
鬼
は
「
砕
動
風
鬼
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。

即
ち
、
世
阿
弥
の
こ
の
頑
な
な
鬼
に
対
す
る
姿
勢
こ
そ
、
『
綾
鼓
』

を
改
作
し
て
『
恋
重
荷
』
を
作
っ
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
荷
作
品
の
鬼
に
つ
い
て
は
先
に
も
指
檎
し
た
と
お
り
、
『
恋
重
荷
』

の
鬼
ほ
「
鬼
ら
し
く
な
い
鬼
」
、
『
綾
鼓
』
の
鬼
は
「
鬼
ら
し
い
鬼
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
鬼
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
は
『
恋
重
荷
』

の
鬼
ば
「
砕
動
風
鬼
」
、
『
綾
鼓
』
の
鬼
ほ
「
力
動
嵐
鬼
」
な
の
で

あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
『
恋
重
荷
』
の
鬼
は
い
わ
ば
「
姿

は
鬼
だ
が
心
は
人
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
砕
動
風
」
の
鬼
の
定
義

で
あ
る
。
逆
に
『
綾
鼓
』
の
鬼
は
「
姿
も
心
も
鬼
」
で
あ
る
「
カ
動

風
一
の
鬼
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
が
「
カ
動
風
鬼
」
を
好
ん
で
い
な
い

の
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
『
綾
鼓
』
を
改
作
し
て
『
恋
重

荷
』
を
作
勺
た
理
由
の
一
つ
は
「
鬼
』
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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一
力
動
風
鬼
一
を
一
砕
動
嵐
鬼
』
に
作
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
－
恋

重
荷
』
は
『
三
道
』
の
中
で
「
砕
動
風
鬼
」
の
作
品
の
代
表
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
世
阿
弥
自
身
『
恋
重
荷
』
の
鬼
を
「
砕
動

嵐
鬼
」
と
認
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
綾
鼓
』
の
鬼
は
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
迫
力
と
劇
的
な
様
で
見

ご
た
え
が
あ
り
こ
の
鬼
な
り
の
本
文
は
尽
く
し
て
い
る
と
思
う
。
た

だ
世
阿
弥
は
、
彼
の
芸
術
的
向
上
心
か
ら
鬼
さ
え
も
芸
術
と
し
て
高

め
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鬼
に
さ
え
深
い
味
わ
い

と
趣
を
与
え
、
鬼
以
上
の
「
鬼
」
を
世
阿
弥
は
作
り
だ
そ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
『
恋
重
荷
』
の
鬼
、
「
砕
動
風
鬼
」
で
あ
っ
た

と
思
う
。

（
第
二
節
）

鬼
の
幽
玄

第
一
節
で
世
阿
弥
の
「
鬼
」
に
対
す
る
考
え
を
探
り
、
世
阿
弥
の

認
め
る
鬼
が
「
砕
動
風
鬼
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
節
で
’

は
こ
の
鬼
に
世
阿
弥
が
こ
だ
わ
っ
た
理
由
を
、
世
阿
弥
の
理
想
美
の

変
化
と
い
う
観
点
か
ら
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

『
花
伝
書
』
は
そ
の
名
の
通
り
「
花
」
を
伝
え
る
た
め
に
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
至
る
所
で
花
の
重
要
性
を
説
く
箇
所
が
見
ら
れ
、

鬼
の
面
白
さ
が
「
巌
も
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」
（
『
花
伝
書
』
）
と

嘗
え
ら
れ
て
い
た
の
は
第
一
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
一
花
と
面
白

き
と
珍
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
（
『
花
伝
書
』
別
紙

口
伝
）
と
あ
る
よ
う
に
花
と
は
、
観
客
の
意
表
を
つ
く
よ
う
な
魅
力

（
美
し
さ
華
や
か
さ
面
白
さ
な
ど
）
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
花

の
追
求
は
世
阿
弥
の
生
涯
通
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
歪

花
道
』
『
花
鏡
』
、
か
な
り
後
期
に
書
か
れ
た
『
拾
玉
得
花
』
に
も

書
名
に
花
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
花
が
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
『
花
伝
書
』
だ
け
に
お
い
て
で
あ
り
、

以
後
の
伝
書
で
は
花
は
息
を
潜
め
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
頻
繁
に

現
れ
る
語
が
「
幽
玄
』
で
あ
る
。

北
川
忠
彦
氏
が
『
世
阿
弥
』
と
い
う
著
作
の
中
で
、
世
阿
弥
の
能

楽
論
を
①
〈
『
風
姿
花
伝
』
時
代
〉
と
②
〈
『
花
習
』
以
後
の
時
代
〉

と
に
ニ
区
分
し
て
、
①
か
ら
⑤
へ
の
移
行
は
「
花
」
か
ら
「
幽
玄
」

へ
の
移
行
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
花
が
能
の
外
装
美
を
表
し
、

幽
玄
の
内
装
美
を
表
す
と
い
う
の
は
、
花
と
幽
玄
の
単
純
且
つ
一
般

的
な
捉
え
方
で
あ
る
の
だ
が
、
一
花
か
ら
幽
玄
へ
」
は
「
鬼
一
に
つ

い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
「
花
か
ら
幽
玄
へ
」
と

い
う
と
語
弊
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
花
を
も
っ
と
奥
深
い
高
尚
な
も
の

へ
と
昇
華
さ
せ
た
も
の
が
幽
玄
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

①
の
時
代
、
世
阿
弥
も
物
真
似
は
大
事
な
こ
と
だ
と
認
識
し
て
い

た
。
『
花
伝
書
』
の
〈
物
真
似
条
々
〉
は
九
体
の
真
似
方
に
つ
い
て

論
じ
た
物
だ
し
、
そ
の
重
要
さ
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
②
の
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時
代
、
三
体
論
を
説
い
て
後
、
世
阿
弥
の
物
真
似
は
三
体
か
ら
の
応

用
と
な
り
、
た
だ
姿
形
を
似
せ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

①
か
ら
②
へ
の
変
化
は
、
九
体
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
と
い
う
「
具
体

的
な
物
真
似
」
か
ら
、
三
体
を
基
本
に
様
々
な
体
を
真
似
よ
う
と
す

る
「
象
徴
的
な
物
真
似
」
へ
の
変
化
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
即
ち
こ

れ
が
「
花
か
ら
幽
玄
へ
」
の
、
世
阿
弥
の
内
面
の
変
化
を
表
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
花
」
と
い
う
の
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
簡
単
に
い
え
ば
外
見
上

の
自
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
美
の
こ
と
で
あ
る
。
で
ほ
｛

I

幽
玄
－
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
花
鏡
』
の
「
幽
玄
の

入
堺
事
」
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
事
に
お
い
て
幽
玄
は
究
極
の
境
地
で
あ
る
が
、
特
に
能

楽
の
道
で
は
そ
れ
が
第
一
で
あ
る
と
言
い
、
具
体
的
な
幽
玄
の
姿
と

し
て
は
「
公
家
の
御
た
た
ず
ま
ひ
の
位
高
く
人
貌
世
に
か
は
れ
る
御

有
様
一
で
あ
り
、
「
唯
美
し
く
柔
和
な
る
体
一
一
が
世
阿
弥
の
考
え
る

幽
玄
美
な
の
で
あ
る
。
次
い
で
人
体
の
幽
玄
・
詞
の
幽
玄
・
音
曲
の

幽
玄
・
舞
の
幽
玄
・
物
真
似
の
幽
玄
が
述
べ
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
順
に

「
の
ど
か
な
る
よ
そ
を
い
」
「
言
葉
優
し
く
て
貴
人
・
上
人
の
御
な

ら
は
し
の
言
葉
遣
ひ
」
「
節
か
か
り
美
し
く
（
略
〉
な
ぴ
な
ぴ
と
聞

こ
え
た
ら
ん
」
「
人
な
い
の
か
か
り
美
し
く
て
関
か
な
る
よ
そ
を
い
」

「
姿
か
か
り
美
し
く
」
と
説
明
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
も
世
阿

弥
の
考
え
る
幽
玄
美
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
最
も
注
目

「
鬼
」
の
闘
玄
に
つ
い
て
さ
え
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と

す
べ
き
は
、

で
あ
る
。怒

れ
る
よ
そ
を
い
鬼
人
な
ど
に
成
り
て
、
身
な
り
を
ぱ
少
し
カ

動
に
待
っ
と
も
、
又
美
し
き
か
か
り
を
忘
れ
ず
し
て
、
動
十
分

心
、
又
、
強
身
動
宥
足
踏
を
心
に
掛
け
て
、
人
な
ひ
美
し
く
ば

是
鬼
の
幽
玄
に
で
あ
る
べ
し

少
々
豪
壮
に
振
舞
っ
て
も
美
し
い
趣
を
出
す
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、

動
十
分
心
（
心
を
十
分
に
働
か
せ
る
こ
と
〉
強
身
動
宥
足
踏
（
体
を

強
豪
に
動
か
す
時
ば
足
踏
を
ゆ
る
く
す
る
こ
と
）
に
控
意
し
て
、
人

体
が
優
美
で
有
れ
ば
こ
れ
が
鬼
の
幽
玄
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
勿

論
「
砕
動
風
鬼
」
の
こ
と
で
あ
る
。
心
の
な
い
「
カ
動
嵐
鬼
」
に
は

一
心
を
働
か
せ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
世
阿
弥
が
力
動
風

の
鬼
を
捨
て
た
の
は
幽
玄
尊
重
と
い
う
能
楽
理
念
を
抱
い
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
『
人
形
図
』
を
み
て
明
ら
か
に
な

喝
令
。
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女
体
体
身
捨
カ

心
を
体
に
し
て
、
力
を
捨
つ
る
あ
て
が
ひ
、
能
々
心
得
す
ベ
し
。

物
真
似
の
第
一
大
事
是
に
あ
り
。
幽
玄
の
根
本
風
と
も
可
申
也
。

こ
れ
は
三
体
の
一
つ
女
体
の
規
定
で
あ
る
が
、
同
時
に
幽
玄
の
根

本
の
姿
を
表
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
風
体
と
比
較
す
る
た
め
に

『
人
形
図
』
に
お
け
る
砕
動
風
の
規
定
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、

身
に
カ
を
頼
み
持
た
ず
し
て
立
援
舞
ば
、
働
き
細
や
か
に
砕
く



る
也
。
心
身
に
カ
入
れ
ず
し
て
身
の
軽
く
な
る
所
、
則
ち
砕
動

の
人
体
也
。

こ
こ
で
気
づ
く
の
が
、
砕
動
風
の
規
定
が
女
体
に
近
い
こ
と
で
あ

る
。
女
体
の
「
カ
を
捨
つ
る
」
と
砕
動
嵐
の
「
身
に
カ
を
頼
み
持
た

ず
」
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
「
鬼
の
幽
玄
」
で
の
「
動

十
分
心
」
は
「
心
を
体
に
す
る
」
と
い
う
女
体
の
姿
と
重
な
る
。
つ

ま
り
世
阿
弥
は
鬼
さ
え
も
幽
玄
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
一

節
で
見
た
禅
竹
の
手
紙
の
返
事
で
、
世
阿
弥
が
鬼
を
強
〈
拒
絶
し
た

の
は
、
幽
玄
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
圏
い
信
念
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
三
体
の
外
は
幽
玄
ま
で
」
と
言
っ
た
の
は
、
幽
玄
性
を
失
わ
な
い

境
界
線
が
「
砕
動
ま
で
」
な
の
で
あ
る
。

世
阿
弥
の
芸
術
的
意
識
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
世
阿
弥
の
美
は
た
だ

の
物
真
似
で
は
表
現
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
九
体
の
「
具

体
的
な
物
真
似
」
か
ら
三
体
の
「
象
徴
的
な
物
真
似
」
へ
移
行
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
即
ち
「
花
」
か
ら
「
幽
玄
」
へ
の
理
想
美
の

変
化
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
花
を
見

せ
る
美
」
か
ら
「
幽
玄
を
演
じ
る
美
」
へ
と
主
体
が
観
客
か
ら
演
じ

る
側
へ
と
移
っ
た
と
も
言
え
る
。
例
え
ば
鬼
は
『
花
伝
書
』
で
「
厳

に
花
」
と
言
わ
れ
、
花
は
外
見
の
美
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
美
は
観
客

の
自
を
意
織
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
砕
動
嵐
鬼
で
ほ
前
出

の
通
り
、
精
神
的
な
面
の
演
じ
ら
れ
方
が
述
べ
ら
れ
、
内
面
か
ら
醸

し
出
す
美
が
鋭
か
れ
て
い
る
。

確
か
に
幽
玄
を
能
楽
の
理
想
美
に
し
た
者
は
世
阿
弥
だ
け
で
は
な

い
。
観
阿
弥
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
の
役
者
た
ち
に
も
幽

玄
を
掲
げ
る
者
ほ
多
か
っ
た
。
し
か
し
「
幽
玄
の
価
値
を
最
も
高
く

評
価
し
て
、
能
楽
物
真
似
統
一
の
美
的
理
想
と
し
て
、
扮
態
・
舞
・

謡
曲
・
動
作
等
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
、
強
い
カ
を
以
て
幽
玄
化
を
ほ

か
？
た
の
は
、
世
阿
弥
で
あ
る
と
断
じ
て
よ
い
と
思
う
」
と
い
う
能

努
斬
次
氏
の
言
葉
に
私
も
賛
成
で
あ
る
世
阿
弥
以
外
に
こ
こ
ま
で
一

途
に
鬼
を
幽
玄
化
し
よ
う
と
し
た
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
の
信
念
は
極
め
て
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
般
大
衆
に
と
っ
て
、
ま
た
他
の
能
役
者
に
と
っ
て
も
、
鬼
は
彼

ら
の
信
仰
上
の
鬼
、
つ
ま
り
は
地
獄
の
鬼
や
具
圏
の
鬼
、
強
さ
猛
々

し
き
を
持
っ
た
カ
動
嵐
鬼
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
砕
動
風
鬼
を

理
解
し
よ
う
と
し
た
と
は
思
え
な
い
。

故
に
、
女
体
や
老
体
な
ら
と
も
か
く
、
「
鬼
の
幽
玄
」
を
唱
え
た

世
阿
弥
は
弧
高
の
境
地
に
立
つ
者
で
あ
っ
た
と
昔
守
え
る
。
そ
し
て
こ

の
鬼
の
幽
玄
に
こ
そ
、
世
間
弥
の
理
想
美
追
求
の
揺
る
ぎ
な
い
様
が

は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
鬼
」
に
は
民
族
的
信
仰
上
の
長
い
伝
統
が
あ
る
＠
例
え
ば
鬼
退

治
と
い
う
テ
l
マ
が
多
く
物
語
に
な
る
よ
う
に
、
又
地
獄
の
鬼
を
誰



も
が
信
じ
る
よ
う
に
、
人
々
は
鬼
を
信
じ
、
恐
れ
な
が
ら
も
興
味
を

も
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
要
素
も
あ
り
人
々
は
鬼
能
を
好
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。
『
綾
鼓
』
が
や
や
も
す
れ
ば
『
恋
重
荷
』
よ
り
も
評
価
が

上
が
る
の
は
こ
の
よ
う
な
鬼
に
対
す
る
人
々
の
関
心
度
も
関
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
『
恋
重
荷
』
と
『
綾
鼓
』
の

主
題
の
相
違
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
の
荷
作
品
の
優
劣
を
つ
け
る
な

ど
実
際
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

世
阿
弥
は
能
を
、
体
で
演
じ
る
も
の
か
ら
心
で
演
じ
る
も
の
へ
と

変
化
さ
せ
、
「
鬼
」
に
さ
え
幽
玄
化
を
は
か
っ
た
。
『
恋
重
荷
』
の

鬼
は
そ
の
よ
う
な
幽
玄
化
さ
れ
た
鬼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
世
阿
弥
に

し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
故
に
こ
の
『
恋
重
荷
』
は
、

世
阿
弥
の
能
の
特
色
を
顕
著
に
表
す
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

（注）

山
表
章
氏
は
『
一
ー
恋
重
荷
」
の
歴
史
的
研
究
』
（
一
法
政
大
学
文

学
部
紀
要
」
昭
和
三
十
八
年
第
八
号
）
の
中
で
、
『
恋
章
一
荷
』

が
一
度
中
断
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
復
活
後
大
き
く
演
出
が
変
わ

て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る

3

ω
『
世
阿
弥
』
北
川
忠
彦

山
山
『
世
阿
弥
一
六
部
集
評
釈
』
上

（
中
公
新
書
）

能
勢
朝
次
著

（
岩
波
書
店
〉
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