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惑
乱
と
歓
喜
と
高
野
の
奇
跡

能
〈
高
野
物
狂
〉
の
「
狂
ひ
」
に
つ
い
て

高

橋

毅

志

○
は
じ
め
に

能
〈
高
野
物
狂
〉
は
、『
三
道
』
に
名
前
の
見
え
る
男
物
狂
能
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
作
は
「
新
作
の
本
体
」
と
さ
れ
て
お
り
、
作
書
上
重
要
な
作
品
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
現
在
で
は
本
作
に
焦
点
を
絞
っ
た
研

究
が
少
な
く
、
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
機
会
も
多
く
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
本
作

に
お
け
る
「
狂
ひ
」
と
い
う
要
素
に
着
目
し
、
本
作
の
中
で
「
狂
ひ
」
が
ど
の

よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
か
考
察
を
試
み
た
。
詞
章
の
引
用
は
『
室
町
時

代
謡
曲
集
』
所
収
の
観
世
文
庫
蔵
本
に
よ
る
〈
高
野
物
狂
〉
で
あ
る
。

一
〈
高
野
物
狂
〉
に
お
け
る
二
つ
の
「
狂
ひ
」

―
シ
テ
の
「
狂
ひ
」
の
分
析
的
考
察
―

本
章
で
は
、〈
高
野
物
狂
〉
の
シ
テ＝

た
か
し
の
四
郎
の
「
狂
ひ
」
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
本
作
に
は
「
狂
」
に
類
す
る
語
が
十
三
例
あ
る
。
ま
ず
は
こ
れ

を
列
挙
し
て
み
る
。

①
さ
そ
ハ
れ
て

花
の
行
ゑ
を
尋
つ
ゝ

風
き
や
う
し
た
る
心
か
な

②
猶
わ
か
し
ゆ
く
ん
恋
し
や
と

い
ふ
山
松
の
は
り
道
を

い
さ
や
く
る

い
の
ほ
ら
ん

い
さ
く
く
る
い
の
ほ
ら
ん

③
あ
る
ひ
ハ
念
仏

せ
う
ミ
や
う
の
こ
ゑ
く

あ
る
ひ
ハ
ふ
せ
う
れ
い
の

こ
ゑ

耳
に
そ
ミ
心
す
ミ
て

物
狂
の
く

る
ひ
さ
む
る
心
の

④
是
ハ
は
う
か
に
て
候

哥
を
う
た
ひ
舞
を
ま
い

ほ
う
ら
つ
し
た
る
く

る
ひ
物
に
て
候
よ

⑤
さ
や
う
に
狂
う
物
な
ら
ハ

此
高
野
山
の
内
に
ハ
か
な
ふ
ま
し

⑥
い
つ
も
と
き
ハ
の

さ
ん
こ
の
松
か
け
に

立
よ
る
春
の

風
き
や
う

し
た
る
物
く
る
ひ
く

⑦
あ
ら
忘
や

高
野
の
内
に
て
ハ

う
た
ひ
く
る
ハ
ぬ
御
せ
い
か
い
を

忘
れ
て
く
る
ひ
た
り

⑧
是
な
る
物
狂
を
能
〃
み
れ
ハ

古
郷
に
と
ゝ
め
を
き
た
る
め
の
と
に
て

候
⑨
本
よ
り
誠
の
狂
気
な
ら
す

主
君
の
為
な
れ
ハ

こ
れ
ら
を
見
て
い
る
と
、「
狂
」
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
意
味
が
一
定
で
は
な
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い
こ
と
が
分
か
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
表
現
を
整
理
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
性

格
を
考
察
す
る
。

実
際
に
考
察
に
移
る
前
に
、
そ
の
方
法
を
大
ま
か
に
記
し
て
お
く
。
考
察
は

前
掲
の
一
覧
表
に
従
い
、
そ
の
番
号
順
に
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
能
作
品
の
構

成
な
ど
と
の
関
係
で
ま
と
め
て
考
察
す
る
場
合
は
そ
の
都
度
注
記
す
る
。
ま
た

考
察
す
る
内
容
と
し
て
は
、
ａ.

「
狂
」
に
ま
つ
わ
る
表
現
と
前
後
の
詞
章
と

の
関
係
、
ｂ.

そ
の
他
関
連
事
項
、
ｃ.

当
該
の
「
狂
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る

か
、
と
す
る
。

○
狂
い
登
る
シ
テ

―
①
、
②
の
考
察
―

ま
ず
は
①
。
こ
の
表
現
は
シ
テ
が
高
野
山
へ
と
た
ど
り
着
く
ま
で
の
道
行
文

に
あ
る
。
道
行
に
は
②
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
①
と
②
を
同
時
に
考
察
し
て

い
き
た
い
。

ａ.

道
行
文
全
体
に
渡
っ
て
、「
君
」
や
「
主
君
」
と
い
っ
た
語
が
多
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
君
」
が
指
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
子
方
・
春
満
で
あ

り
、
道
行
に
は
子
方
を
指
す
語
が
計
七
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
シ
テ

が
子
方
を
主
君
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
た
だ
「
花
」
と

い
う
表
現
が
例
外
的
な
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
別
の
意
味
で
重
要
だ
と
思
う
の
で

後
に
考
察
す
る
。

シ
テ
は
蘇
武
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
手
許
に
残
っ
た
文
に
寄
せ
て
子

方
を
慕
う
気
持
ち
を
語
っ
て
い
る
。
何
が
あ
っ
て
も
「
ち
う
き
ん
の
心
」
を
忘

れ
な
か
っ
た
蘇
武
に
自
ら
を
重
ね
、
再
会
の
望
み
に
焦
が
れ
て
い
る
の
だ
と
い

え
る
。
ち
な
み
に
『
三
道
』
の
放
下
の
条
に
は
「
古
歌
に
て
も
、
名
句
な
ど
に

て
も
あ
れ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。〈
高
野
物
狂
〉
に
お
い
て
こ
の
記
述
に
照

応
す
る
の
が
蘇
武
の
故
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
に
〈
花
筺
〉
や
〈
砧
〉
な
ど
に

も
用
い
ら
れ
る
「
耳
近
」
な
故
事
で
あ
る
。

か
く
し
て
主
君
を
捜
す
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
る
シ
テ
だ
が
、
一
方
で
、「
う

ハ
の
空
な
る
〜
」
以
下
の
詞
章
を
見
る
と
、
シ
テ
は
こ
の
段
階
で
子
方
が
ど
こ

に
い
る
の
か
全
く
知
ら
な
い
。
再
会
を
願
う
強
い
思
い
と
は
裏
腹
に
そ
の
展
望

は
暗
く
、
シ
テ
の
旅
は
絶
望
的
な
願
い
を
抱
え
た
あ
て
ど
な
い
も
の
だ
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
そ
の
旅
路
の
途
中
、「
よ
ふ
こ
と
り
」
以
下
の
部
分
に
①
の
表
現

が
出
て
く
る
。
シ
テ
は
「
花
」＝

子
方
を
求
め
て
思
い
乱
れ
な
が
ら
高
野
山
に

た
ど
り
着
き
、
②
の
表
現
に
あ
る
よ
う
に
高
野
山
へ
と
「
く
る
い
の
ほ
」
る
。

た
だ
し
前
述
の
通
り
シ
テ
は
子
方
の
行
方
に
関
し
て
何
の
手
が
か
り
も
持
っ
て

い
な
い
の
だ
か
ら
、
高
野
山
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
明
確
な
目
的
意
識

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

ｂ.

演
能
上
、「
よ
ふ
こ
と
り
」
の
後
に
カ
ケ
リ
の
所
作
が
入
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
シ
テ
の
心
の
乱
れ
は
こ
こ
が
ピ
ー
ク
で
あ
る
と
い
え
る
。

ｃ.

①
と
②
の
表
現
か
ら
は
、
子
方
の
出
奔
に
惑
乱
し
た
シ
テ
の
思
い
を
看
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
子
方
を
主
君
と
慕
う
シ
テ
の
認
識
に
も
注
意
を
払

い
た
い
。
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○
狂
ひ
覚
む
る
シ
テ

―
③
の
考
察
―

③
の
考
察
に
移
る
。
こ
れ
は
高
野
山
に
た
ど
り
着
い
た
シ
テ
の
最
初
の
言
葉

で
あ
る
。

ａ.

こ
こ
で
は
、
①
や
②
の
「
狂
」
か
ら
大
き
く
転
換
す
る
。
高
野
山
に
入
っ
て

す
ぐ
、
シ
テ
が
「
物
狂
の
く
る
ひ
さ
む
る
心
」
と
い
う
心
理
状
態
に
至
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
再
会
を
渇
望
す
る
思
い
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

先
ほ
ど
ま
で
「
あ
ら
お
ほ
つ
か
な
の
御
身
の
行
ゑ
や
な
」
と
歎
い
て
い
た
の
に

比
べ
れ
ば
、
惑
乱
や
絶
望
と
い
っ
た
形
容
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。「
く
る
ひ

さ
む
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
心
に
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
、
主
君
と
の
再
会
に
い
く
ら

か
前
向
き
に
な
り
な
が
ら
し
ば
し
の
休
息
を
取
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
物
狂
」
と
い
う
表
現
は
、
シ
テ
の
自
己
認
識
の
直
接
的
な
表
れ
で

あ
る
。
こ
の
表
現
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

ｂ.

シ
テ
は
こ
こ
で
「
立
よ
り
て
や
す
ま
ん
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
し
ば
し

の
休
息
を
取
る
く
ら
い
の
意
識
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
再
会
を
全
く
予
見
し
て
い

な
い
と
言
え
る
。

ｃ.

ま
ず
「
物
狂
」
と
い
う
表
現
は
、
シ
テ
の
自
分
自
身
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
自
分
は
物
狂
だ
と
い
う
認
識
を
持
ち
得
る
ま
で
に
落
ち
着
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。
高
野
山
に
入
っ
た
こ
と
で
シ
テ
の
惑
乱
は
沈

静
化
し
、「
狂
ひ
」
も
含
め
て
自
分
を
省
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
「
く
る
ひ
」
と
い
う
表
現
は
、
道
行
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
内
的
苦
悩
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
「
さ
む
る
」
と
い
う
言
葉
が
続
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
歌
舞
の
意
味
合
い
は
含
ま
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
②
よ
り
は

①
に
近
い
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
綜
合
す
る
と
、「
物
狂
の
く
る
ひ
さ
む
る
心
」
と
い
う
表

現
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
シ
テ
が
自
分
自
身
を
か
な
り
客
観
的
に
把

握
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
①
や
②
の
よ
う
な
即
自
的
な
表
現
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
心
理
状
態
も
、
惑
乱
の
真
っ
只
中
に
あ
る
状
態
と
そ
れ

が
一
時
覚
め
て
い
る
状
態
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
つ
ま
り
入
山
の
詞
章
は
、

直
前
に
置
か
れ
た
道
行
の
詞
章
と
内
容
上
鮮
や
か
な
対
比
を
な
し
て
い
る
の
だ
。

中
で
も
③
と
し
て
引
用
し
た
箇
所
に
は
清
澄
か
つ
不
可
思
議
な
高
野
山
の
霊
威

が
シ
テ
の
体
験
し
た
感
覚
と
し
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

○
狂
い
覚
め
て
も
「
は
う
か
」
―
④
、
⑤
の
考
察
―

続
い
て
④
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
シ
テ
と
ワ
キ
僧
と
の
﹇
問
答
﹈
に
出
る
表

現
だ
が
、
⑤
も
こ
の
﹇
問
答
﹈
に
含
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
④
、
⑤
を
併
せ
て

考
察
す
る
。

ａ.

シ
テ
の
様
子
は
、
ワ
キ
僧
に
よ
っ
て
「
い
き
や
う
な
る
ふ
せ
い
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
シ
テ
は
「
能
御
覧
せ
ら
れ
て
候
」
と
応
じ
、
反
発
す

る
素
振
り
は
な
い
。
ま
た
シ
テ
自
身
は
、
自
ら
を
「
は
う
か
」
と
称
し
て
い
る
。

先
ほ
ど
の
「
物
狂
」
と
い
う
表
現
と
の
相
違
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。
ま
た
続

け
て
④
「
哥
を
う
た
ひ
舞
を
ま
い

ほ
う
ら
つ
し
た
る
く
る
ひ
物
に
て
候
よ
」
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と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
は
う
か
」
と
名
の
っ
た
こ
と
の
補
足
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
テ
の
名
乗
り
を
承
け
て
、
ワ
キ
僧
は
⑤
の
よ
う
に
高
野
山
か
ら
出
て
い
く

こ
と
を
勧
め
る
。
こ
こ
で
ワ
キ
が
制
戒
に
触
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
う

た
を
う
た
ひ
舞
を
ま
ひ

笛
つ
ゝ
み
を
な
ら
す
事
」
で
あ
る
。
こ
の
ワ
キ
の
発

言
に
対
し
、
シ
テ
は
大
い
に
反
発
す
る
。
そ
の
際
ワ
キ
に
訴
え
て
い
る
の
は
、

「
人
を
尋
て
此
山
に
の
ほ
り
た
る
」
と
い
う
自
ら
の
旅
の
動
機
で
あ
る
。

ｂ.

後
半
に
は
子
方
を
捜
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
だ
が
、
道
行
の
詞
章
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
惑
乱
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
身
を
弘
法
大
師
と
重
ね
合

わ
せ
つ
つ
旅
の
目
的
を
語
る
な
ど
、
論
理
性
と
機
知
に
富
ん
だ
言
葉
が
並
ん
で

い
る
。

ｃ.

シ
テ
の
様
子
や
補
足
的
な
表
現
に
基
づ
け
ば
、
④
の
表
現
に
お
け
る
「
く
る

ひ
物
」
は
、
放
下
的
な
振
舞
い
を
す
る
人
間
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
⑤
の
「
狂

う
」
は
、
ワ
キ
が
直
前
の
シ
テ
の
説
明
を
「
さ
や
う
に
」
で
承
け
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
も
、
シ
テ
の
説
明
を
何
の
疑
問
も
な
く
受
け
取
り
鸚
鵡
返
し
に
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
⑤
は
、「
ほ
う
ら
つ
」
を
す
る
の
な
ら
高
野
山
に
は

居
ら
れ
な
い
ぞ
、
と
い
う
素
朴
な
対
応
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
以
前
の
「
狂
ひ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
基
本
的
に
シ

テ
の
内
的
苦
悩
の
意
味
合
い
を
は
ら
ん
で
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ

た
側
面
が
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
お
り
、
シ
テ
は
自
ら
の
行
為
的
な（＝

表
面
的
な
）

「
狂
ひ
」
に
つ
い
て
ワ
キ
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
、
シ
テ
が
高
野
山

へ
た
ど
り
着
く
ま
で
の
間
に
「
は
う
か
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ

れ
ら
の
要
素
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
シ
テ
は
内
面
の
苦
悩
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
な
い
。

シ
テ
は
こ
の
﹇
問
答
﹈
の
中
で
自
ら
を
「
く
る
ひ
物
」
と
語
る
が
、
主
君
の
話

を
す
る
際
に
惑
乱
の
相
を
呈
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
「
狂
」
に
ま
つ
わ
る
語

で
主
君
探
し
へ
の
想
い
を
語
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
は
③
の「
く
る
ひ
さ
む
る
」

状
態
が
続
い
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に

比
重
が
増
し
て
い
る
の
が
、「
入
定
ま
れ
る
た
か
の
山
」
以
下
の
高
野
山
と
大

師
へ
の
讃
歎
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
も
後
に
考
察
し
た
い
。

○
狂
い
覚
む
る
奇
跡
の
讃
歎

―
⑥
、
⑦
の
考
察
―

⑥
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
表
現
が
あ
る
の
は
中
ノ
舞
が
終
わ
っ
た
後
で
あ

る
。
さ
ら
に
⑦
が
⑥
に
直
続
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
を
同
時
に
検
討
す
る
。

た
だ
し
、
中
ノ
舞
の
前
に
は
曲
舞
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
も
高
野
山
を
讃

え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
考
察
を
進
め
る
。

ａ.

⑥
に
含
ま
れ
る
「
風
き
や
う
し
た
る
」
は
①
と
同
じ
表
現
で
あ
る
。
だ
が
そ

れ
を
語
る
シ
テ
の
状
況
は
、「
く
る
ひ
さ
む
る
」
経
験
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ

っ
た
。
そ
の
点
を
よ
く
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑥
で
シ
テ
は
三
鈷
の
松
に
あ
っ
て
舞
を
舞
っ
て
い
る
。
ま
た
語
り
舞
の
内
容

を
見
て
み
る
と
、
ク
リ
・
サ
シ
で
高
野
山
お
よ
び
三
鈷
の
松
の
い
わ
れ
を
語
り
、

ク
セ
で
高
野
山
を
「
し
つ
か
な
る
れ
い
ち
」
と
し
て
讃
え
る
と
い
う
も
の
で
あ

（
１
）

る
。
こ
の
曲
舞
の
素
材
に
関
し
て
は
、
重
田
み
ち
氏
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
先
行

研
究
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
辺
り
の
詞
章
を
見
る
と
、
シ
テ
は
高
野
山
の
景
物
を

讃
歎
し
つ
つ
歌
い
舞
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
物
く
る
ひ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
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を
口
に
し
た
と
た
ん
制
戒
に
触
れ
た
事
に
気
づ
く
。
こ
こ
で
⑦
が
入
り
、
シ
テ

は
「
高
野
の
内
に
て
ハ

う
た
ひ
く
る
ハ
ぬ
御
せ
い
か
い
を

忘
れ
て
」
い
た
、

と
反
省
し
て
ワ
キ
に
詫
び
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
詞
章
は
重
田
氏
の
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
高
野
山
を
讃
歎
す
る
内

容
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
道
行
の
詞
章
に
あ
っ
た
よ

う
な
シ
テ
の
内
面
的
苦
悩
が
表
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
﹇
問
答
﹈
の
特
徴
と
共
通
す
る
。

ｂ.

道
行
の
段
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
カ
ケ
リ
の
所
作
は
こ
ち
ら
に
は
な
い
。

ｃ.

こ
の
箇
所
も
「
物
狂
の
く
る
ひ
さ
む
る
心
」
が
続
い
て
い
る
と
判
断
で
き
る

材
料
が
多
い
。
よ
っ
て
⑥
の
「
風
き
や
う
し
た
る
」
は
、
舞
事
と
い
う
「
狂
」

を
演
じ
て
見
せ
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
入
山
前
の
悩
乱

か
ら
は
一
時
覚
め
て
い
た
以
上
、
シ
テ
が
舞
事
に
及
ん
だ
動
機
は
別
に
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
シ
テ
を
突
き
動
か
し
て
い
る
の
は
高
野
山
の
深
く
静
か

な
霊
威
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
く
る
ひ
さ
」
ま
さ
れ
た
彼
自
身
の
感
動
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
⑥
に
あ
る
「
物
狂
」
と
い
う
表
現
も
入
山
前
の
悩
乱

を
含
む
と
は
考
え
が
た
く
、
苦
悩
か
ら
離
れ
て
高
野
讃
歎
の
思
い
を
全
力
で
演

じ
て
い
る
シ
テ
の
形
容
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
①
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
苦

悩
や
惑
乱
と
い
う
よ
り
は
、
歓
喜
に
よ
る
興
奮
状
態
を
指
す
「
物
狂
」
な
の
で

は
な
い
か
。

⑦
は
、
全
体
と
し
て
は
シ
テ
が
思
い
に
任
せ
て
舞
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
反

省
す
る
言
葉
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
シ
テ
が
高
揚
状
態
か
ら
覚
め
た
こ
と
を
示

す
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

○
子
方
の
気
づ
き

―
⑧
の
考
察
―

次
に
⑧
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
⑦
の
直
後
、
子
方
の
セ
リ
フ
の
中
に
あ
る
。

ａ.

子
方
は
シ
テ
を
見
て
、
ま
ず
「
物
狂
」
と
呼
び
次
に
「
め
の
と
」
と
呼
ぶ
。

シ
テ
も
子
方
に
気
づ
き
、「
あ
れ
に
ま
し
ま
す
ハ
主
君
春
満
御
せ
ん
か
」
と
語

り
か
け
て
い
る
。
一
方
シ
テ
は
、
子
方
を
主
君
・
春
光
と
認
め
た
後
「
何
と
て

御
供
に
ハ
め
し
く
せ
ら
れ
候
ハ
さ
り
し
そ

あ
ら
御
情
な
や
候
」
と
か
き
く
ど

い
て
い
る
。

ｂ.

遁
世
後
の
子
方
が
シ
テ
の
状
況
を
知
り
得
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
ゆ
え
に

子
方
が
シ
テ
の
惑
乱
を
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
２
）

と
こ
ろ
で
、
本
作
は
江
戸
時
代
に
大
き
な
改
作
が
施
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
明

和
改
正
謡
本
で
あ
る
。
そ
ち
ら
で
子
方
が
い
つ
シ
テ
の
正
体
に
気
づ
く
の
か
を

確
認
し
て
み
る
と
、
シ
テ
が
高
野
山
へ
と
登
っ
て
き
て
子
方
や
ワ
キ
僧
と
遭
遇

し
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
気
づ
い
て
い
た
。

ｃ.

⑧
の
「
物
狂
」
と
い
う
表
現
は
、
先
ほ
ど
ま
で
歌
い
狂
っ
て
い
た
シ
テ
の
状

態
を
指
す
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

○
「
狂
気
」
と
「
本
よ
り
」
の
交
叉

―
⑨
の
考
察
―

こ
こ
で
は
本
作
最
後
の
「
狂
」
に
ま
つ
わ
る
表
現
、
⑨
を
検
討
し
た
い
。
た
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だ
し
、
こ
の
⑨
の
表
現
に
は
確
定
的
な
解
釈
を
下
し
が
た
い
。
そ
の
難
し
さ
も

含
め
て
⑨
を
論
じ
て
い
く
。

ａ.

ま
ず
、
こ
こ
の
み
「
狂
気
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
特

徴
で
あ
る
。『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
』
で
「
狂
気
」
の
語
を
引
く
と
、
七

作
品
か
ら
九
つ
の
用
例
が
見
つ
か
る
。
そ
れ
ら
を
大
ま
か
に
分
類
し
て
み
る
と
、

・
使
わ
れ
る
対
象
の
内
面
と
関
係
な
く
、
異
常
な
状
態
の
み
を
指
し
て
、「
発

狂
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
も
の

・
物
狂
の
本
人
に
対
し
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
原
因
や
根
拠
を
予
見
し
な
が
ら

そ
の
内
容
は
ま
だ
不
分
明
な
状
況
で
用
い
ら
れ
る
も
の

・
狂
乱
の
核
心
が
語
ら
れ
た
後
、
思
い
の
内
容
と
そ
の
表
現
方
法
た
る
所
作
の

両
方
に
ま
た
が
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の

と
な
る
。
こ
こ
か
ら
類
型
的
に
「
狂
気
」
の
持
つ
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。

周
囲
の
理
解
が
浅
い
段
階
で
・
一
般
的
な
狂
人
と
し
て
の
意
味
合
い
で
こ
の

語
が
シ
テ
に
用
い
ら
れ
る
と
、
シ
テ
は
憤
慨
し
自
分
が
た
だ
の
狂
人
で
は
な
い

こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
た
後
に
「
狂
気
」
と
い
う
言
葉
が

用
い
ら
れ
れ
ば
、
当
然
に
も
そ
こ
に
は
思
い
故
の
物
狂
と
し
て
の
重
さ
が
加
わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
テ
が
単
な
る
狂
人
で
は
な
い
、「
物
狂
」
で
あ
る
こ
と

の
指
標
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
狂
能
に
お
け
る
「
狂
気
」
の
語
に
は
、
筋
の
展

開
と
深
く
結
び
つ
い
て
物
狂
と
し
て
の
内
面
性
を
引
き
出
す
役
割
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
さ
ら
な
る
解
釈
上
の
困
難
を
も
た
ら
す
の
が
「
誠
の
狂
気
な
ら
ず
」
と

い
う
表
現
だ
。
本
作
の
詞
章
に
は
、
シ
テ
の
「
狂
ひ
」
に
関
し
て
「
誠
」
と
対

を
為
す
よ
う
な
表
現
が
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
え
て
そ
う
い
っ
た
要
素

を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
冒
頭
の
偈
文
や
﹇
問
答
﹈
な
ど
で
秀
れ
た
知
性
が
か
い
ま

見
ら
れ
る
点
だ
ろ
う
か
。
実
際
﹇
問
答
﹈
に
お
け
る
シ
テ
の
反
論
は
理
路
整
然

と
し
て
い
る
し
、
知
識
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
弁
舌
に
お
い
て
は
僧
で
あ
る
ワ
キ

を
も
凌
い
で
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
が
シ
テ
の
「
本
よ
り
」
の
姿
の
一
端
な
の

か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
、
自
身
を
「
物
く
る
ひ
」
と
呼
ん
で
い
た
シ
テ
は
、
い
つ
の
間
に
「
狂

気
な
ら
」
ざ
る
状
態
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
気
に
な
る
点
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
作
品
に
〈
三
井
寺
〉
が
あ
る
。〈
三
井
寺
〉
の
結
末

の
段
に
「
な
ふ
是
は
物
に
は
狂
は
ぬ
も
の
を
、
物
に
狂
ふ
も
別
れ
故
、
逢
ふ
時

は
何
し
に
狂
ひ
候
べ
き
」
と
い
う
詞
章
が
あ
り
、
こ
こ
で
シ
テ
は
物
狂
状
態
か

ら
開
放
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
シ
テ
が
子
方
と
の
再
会
を

認
識
し
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
一
つ
前
の
シ
テ
の
台
詞
「
あ
ら
不
思
議
や
、
今
の

物
仰
せ
ら
れ
つ
る
は
、
ま
さ
し
く
我
子
の
千
満
殿
で
ご
ざ
め
れ

あ
ら
め
づ
ら

し
や
候
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
再
会
を
認
識
し
た
直
後
に
狂
人
で
は
な
く
な
っ

た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
だ
。

〈
三
井
寺
〉
に
依
る
な
ら
ば
、
物
狂
と
い
う
状
態
は
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く

り
と
落
ち
着
い
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
狂
人
か
ら
常
人
へ
と
一
瞬
の
転
換
が

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
三
井
寺
〉
で
の
転
換
点
は
シ
テ
が
子
方
を
我

が
子
と
認
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
〈
高
野
物
狂
〉
に
も
適
用
す
る
な
ら

ば
、〈
高
野
物
狂
〉
の
シ
テ
も
ま
た
、
⑨
の
時
点
で
す
で
に
物
狂
と
は
呼
べ
な

い
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ｂ.

⑧
ま
で
で
検
討
し
て
き
た
と
お
り
、
シ
テ
を
歌
舞
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
の

は
悩
乱
で
は
な
く
歓
喜
で
あ
る
。
こ
の
歓
喜
と
い
う
内
的
衝
動
の
み
を
指
し
て
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「
狂
」
に
類
す
る
表
現
を
と
っ
て
い
る
箇
所
は
な
か
っ
た
。

ｃ.

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
⑨
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
っ
て
の
結
論
を
示

し
て
み
よ
う
。

⑨
は
、
シ
テ
が
物
狂
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
シ
テ
は
元
々
「
う
た
ひ
く
る
」
う
人
間
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

彼
の
苦
悩
も
放
下
の
歌
舞
も
子
方
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
三
井
寺
〉
に
従
え
ば
、
シ
テ
は
こ
の
時
点
で
物
狂
の
思

い
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
⑨
は
、
そ
の
こ
と
を
断
る
性
質
の
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
テ
は
悩
乱
を
表
出
す
る
方
法
と
し
て
の「
狂
ひ
」

も
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
感
情
の
高
ま
り
（
例
え
ば
歓
喜
）
も
歌
舞
と

い
う
「
狂
ひ
」
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
物
狂
で
あ
り
、
か
つ
放
下
で

も
あ
る
。
と
な
れ
ば
本
作
の
「
狂
ひ
」
は
、
も
は
や
職
業
と
も
狂
態
と
も
割
り

切
れ
な
い
。
シ
テ
と
い
う
一
個
の
人
間
の
構
成
要
素
と
で
も
い
う
べ
き
特
徴
を

持
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
「
狂
ひ
」
は
な
ぜ
必
要
か

―
能
の
展
開
と
「
狂
ひ
」
の
役
割
―

前
章
で
は
個
々
の
「
狂
ひ
」
の
要
素
が
持
つ
意
味
内
容
を
詳
し
く
考
察
し
た
。

と
り
わ
け
惑
乱
と
歓
喜
と
い
う
二
極
的
な
心
理
が
「
狂
ひ
」
と
い
う
要
素
で
く

く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
第
二
章
で
は
、
そ
れ

ら
が
〈
高
野
物
狂
〉
と
い
う
能
作
品
の
展
開
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
は
じ
め

に
シ
テ
の
「
狂
ひ
」
の
二
極
で
あ
る
惑
乱
と
歓
喜
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
次
に

作
品
の
結
末
で
シ
テ
が
子
方
と
と
も
に
出
家
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
く
。

○
二
つ
の
「
狂
ひ
」
は
矛
盾
す
る
か

―
惑
乱
と
歓
喜
と
高
野
の
奇
跡
―

①
・
②
の
考
察
で
論
じ
た
入
山
前
の
シ
テ
の
謡
と
⑥
・
⑦
で
論
じ
た
三
鈷
の

松
で
の
舞
事
は
、
そ
の
内
容
上
異
質
の
も
の
だ
と
論
じ
て
き
た
。
こ
の
点
に
関

し
て
、「
一
体
シ
テ
の
内
的
『
狂
ひ
』
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
」「
入
山
前
の
詞

章
と
三
鈷
の
松
で
の
詞
章
は
、
分
裂
的
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
。
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
両
者
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考

え
る
。

シ
テ
の
旅
が
主
君
と
の
再
会
を
願
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
再
会
が

何
ら
見
込
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
で
は
、
な
ぜ
シ
テ

は
そ
ん
な
絶
望
的
な
旅
へ
と
赴
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
彼
を
こ
の
「
風
き
や

う
し
た
る
心
」
の
旅
へ
と
駆
り
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
の
旅
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
子
方
の
出
奔
で
あ
っ
た
。
そ

の
際
の
シ
テ
の
思
い
は
、
文
の
段
直
後
に
表
れ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
以
下
に

引
用
す
る
。

わ
か
木
の
花
を
さ
き
た
て
ゝ

身
の
な
る
は
て
ハ
い
か
な
ら
ん

う
ら

め
し
の
御
事
や

�
�

た
と
ひ
世
を
捨
た
ま
ふ
と
も

三
世
の
道
の
末
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あ
ら
ハ

い
つ
く
ま
で
も
御
供
に

な
と
や
友
な
ひ
た
ま
ハ
ぬ
そ

今
ハ

ち
り
行
花
も
り
も

頼
木
か
け
に
嵐
ふ
く

行
ゑ
ハ
い
つ
く
雲
水
の

跡

を
し
た
ひ
て
い
つ
く
と
も

し
ら
ぬ
道
に
そ
出
に
け
る

�
�

こ
の
箇
所
か
ら
、
シ
テ
の
子
方
に
懸
け
る
思
い
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

ま
ず
シ
テ
は
、
自
分
を
置
い
て
出
家
し
た
子
方
を
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
た
と
ひ
世
を
捨
た
ま
ふ
と
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
子
方
の
出
家
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
出
家
に
臨
ん
で

自
分
を
伴
な
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
シ
テ
に
は
疎
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、「
わ
か
木
の
花
を
さ
き
た
て
ゝ
」
と
い
う
表
現
に
注
目

し
た
い
。「
わ
か
木
の
花
」
と
は
子
方
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
を
含
め
て
こ
の
表
現
は
シ
テ
の
自
己
認
識
を
示
し
て
お
り
、
彼
は
「
主
君
を

先
立
て
て
初
め
て
『
身
の
な
る
』
の
が
私
で
あ
る
の
に
、
こ
の
先
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
」
と
歎
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
子
方
が
出
奔
し

た
こ
と
で
先
立
て
る
べ
き
花
を
失
い
、
自
身
の
行
く
末
ま
で
も
見
失
い
か
け
て

い
る
シ
テ
の
姿
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
随
し
て
、
引
用
の
後
半
「
今
ハ
ち
り
行
花
も
り
も

頼
木
か
け
に

嵐
ふ
く
」
と
い
う
箇
所
を
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
シ
テ
は
自
ら
を
花
守
に
な
ぞ

ら
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
子
方
と
シ
テ
と
の
関
係
が

子
方
―
主
君
―
花

シ
テ
―
傅
―
花
守

と
い
う
対
照
関
係
を
な
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
綜
合
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

シ
テ
は
子
方
を
養
育
す
べ
き
傅
の
立
場
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ

そ
れ
は
「
シ
テ
が
子
方
を
守
り
育
て
る
」
と
い
っ
た
一
方
的
な
関
係
で
は
な
い

の
だ
。

シ
テ
は
「
去
年
の
秋
」
に
元
の
主
君
・
平
松
殿
を
失
っ
た
。
そ
の
平
松
殿
か

ら
託
さ
れ
た
の
が
子
方＝

春
満
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に

シ
テ
は
今
春
満
を
新
た
な
主
君
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
シ
テ
は
作
中

一
貫
し
て
「
主
―
従
の
従
」
的
な
位
置
に
自
ら
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
が
「
花
を
先
立
て
る
」
と
い
う
在
り
よ
う
の
内
実
だ
と
い
え
る
。
思

う
に
、
こ
こ
に
こ
そ
大
の
男
が
す
べ
て
を
擲
っ
て
物
狂
の
旅
に
出
る
根
拠
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
守
は
花
が
な
け
れ
ば
花
守
た
り
え
な
い
よ
う
に
、

シ
テ
の
実
存
は
主
君
と
し
て
の
子
方
の
存
在
に
依
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
論
を
進
め
て
く
る
と
、「
実
存
の
危
機
に
関
わ
る
ほ
ど
の
『
狂

ひ
』
が
そ
う
や
す
や
す
と
『
覚
』
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
」
と
い
う
問
題
が

残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
少
し
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
「
立
の
ほ
る

雲
路
の
」
か
ら
「
風
た
ち
よ
り
て
や
す
ま
ん
」
ま
で
の
、
シ
テ
が
高
野
山
へ
と

登
り
は
じ
め
た
と
き
の
詞
章
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
「
物
狂
の
く
る
ひ
さ
む
る
心
」
と
い
う
表
現
が
確
認
で
き
る
の
は
、

ほ
ぼ
中
間
く
ら
い
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
テ
が
高
野
山
の
霊
力
を
感
じ
た
と
判
断

で
き
る
の
は
「
た
う
と
や
な
」
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
た
か
の
山

に
き
て
み
れ
ハ
」
と
い
う
表
現
に
直
続
し
て
い
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
シ
テ
は

道
行
の
箇
所
で
も
「
是
や
た
か
の
ゝ
山
ふ
か
ミ

し
け
ミ
の
木
か
け
分
行
は

爰
そ
つ
く
は
の
山
や
ら
ん
と

わ
か
方
を
思
出
の
」
と
語
り
、
特
別
な
雰
囲
気

を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
シ
テ
は
「
き
の
関
越
」
え
た
辺
り
で

既
に
高
野
山
の
霊
威
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

― １６２ ―



そ
れ
と
も
う
一
つ
、
曲
舞
の
詞
章
に
お
い
て
語
ら
れ
る
高
野
讃
歎
の
内
容
を

よ
り
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
高
野
山
を
讃
え
る
文
句
を
拾
っ
て
い
く
と
、

シ
テ
が
と
り
わ
け
「
静
け
さ
」
を
讃
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
人
里
か

ら
離
れ
て
い
る
こ
と
の
形
容
も
多
く
、
さ
ら
に
ク
リ
の
冒
頭
で
「
き
や
う
里
を

は
な
れ
て
む
に
ん
し
や
う
」
と
あ
る
辺
り
か
ら
は
、
山
深
い
こ
と
と
静
け
さ
と

が
互
い
に
結
び
付
い
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
曲
舞
の
主
眼
で

あ
る
高
野
讃
歎
は
、
そ
の
深
さ
静
け
さ
が
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
も
う
一
つ
の
柱
が
「
我
ほ
う
成
就
ゑ
ん
ま
ん
の
ち
」
と
し
て
の
高
野
山
賛
美

で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
ち
ら
の
要
素
は
さ
し
あ
た
り
置
い
て
お

く
）。こ

の
よ
う
に
シ
テ
が
高
野
山
の
静
け
さ
を
尊
ぶ
の
は
、
彼
自
身
の
「
く
る
ひ

さ
む
る
」
経
験
が
鮮
烈
だ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
テ
は
自
ら

の
存
在
基
盤
を
も
脅
か
す
事
態
に
思
い
乱
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が「
き
の
関
越
」

え
た
辺
り
で
、
シ
テ
は
不
思
議
な
雰
囲
気
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
高
野

山
の
奥
地
・
三
鈷
の
松
へ
と
到
る
道
を
上
っ
て
い
く
う
ち
に
、
彼
を
苦
し
め
て

い
た
「
狂
ひ
」
は
な
ぜ
か
鎮
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
シ
テ
自
身
は
こ
れ
を

予
期
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
く
る
ひ
さ
む
る
」
経
験
の
全
て
は
、
彼
の

意
志
と
は
全
く
無
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
ま
さ
に
奇
跡
的
な
僥
倖
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
奇
跡
と
い
う
言
葉
で
し
か
説
明
で
き
な
い
所
に
「
く
る
ひ

さ
む
る
」
経
験
の
最
大
の
価
値
が
あ
る
。
物
狂
で
あ
る
シ
テ
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
こ
そ
最
も
讃
歎
す
べ
き
高
野
の
霊
験
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
シ
テ
の
曲
舞
は
、

そ
の
深
く
静
か
な
る
こ
と
を
謳
う
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
テ
の
讃
え
る

高
野
山
の
静
け
さ
に
は
、
シ
テ
自
身
が
体
感
し
た
「
く
る
ひ
さ
む
る
」
心
が
反

映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
シ
テ
入
山
前
の
苦
悩
の
所
作
と
三
鈷
の
松
で
の
舞

事
は
決
し
て
分
裂
的
で
は
な
い
。
確
か
に
こ
の
二
つ
の
見
せ
場
は
内
容
上
全
く

異
質
だ
が
、
両
者
は
シ
テ
の
体
験
し
た
高
野
山
の
奇
跡
に
よ
っ
て
矛
盾
無
く
説

明
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
シ
テ
の
入
山
前
の
苦
悩
が
深
け
れ
ば

深
い
ほ
ど
、
三
鈷
の
松
で
の
高
野
讃
歎
の
思
い
が
強
く
な
る
と
さ
え
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
狂
ひ
」
は
分
か
ち
が
た
く
結

び
付
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
高
野
讃
歎
と
い
う
も
う
一
つ
の
主
題
と
も
響
き

あ
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

○
「
狂
ひ
」
ゆ
え
の
再
会

―
物
狂
の
旅
は
新
た
な
出
発
を
導
く
―

こ
こ
で
は
本
作
の
結
末
に
関
し
て
私
な
り
の
見
解
を
示
し
て
み
た
い
。

本
作
の
結
末
で
シ
テ
は
無
事
に
子
方
と
の
再
会
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
あ
と
シ
テ
は
子
方
に
従
っ
て
出
家
し
、
と
も
に
修
行
の
道
に
入
っ
て
い
く

よ
う
だ
。
な
ぜ
シ
テ
は
子
方
と
再
会
で
き
た
の
か
、
そ
し
て
物
狂
の
旅
を
経
て

こ
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
シ
テ
が
作
品
を
通
じ
て
何
を
経
験
し
・
ど
の
よ

う
な
力
を
身
に
つ
け
た
の
か
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

シ
テ
は
自
己
の
実
存
を
脅
か
す
ほ
ど
の
思
い
乱
れ
た
心
を
抱
え
、
こ
の
旅
を

始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
放
下
的
な
歌
舞
が
身
に
つ
き
、
自
身
の
苦
悩
や

歓
喜
を
表
現
す
る
術
と
な
っ
た
。
や
が
て
高
野
山
へ
た
ど
り
着
き
、
入
山
を
境

に
惑
乱
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
こ
の
「
く
る
ひ
さ
む
る
」
奇
跡
の
経
験
か
ら
「
狂
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ひ
」
は
大
き
く
転
換
し
、
こ
れ
以
降
シ
テ
の
歌
舞
は
高
野
山
を
讃
え
る
方
向
へ

と
加
速
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
果
て
に
、
彼
は
子
方
と
再
会
す
る
。
三
鈷
の

松
の
下
で
会
っ
た
と
き
に
は
、
二
人
と
も
お
互
い
の
正
体
に
気
が
つ
か
な
か
っ

た
（
明
和
改
正
謡
本
の
出
現
以
降
は
会
っ
た
瞬
間
に
子
方
が
気
づ
く
本
が
多
く

な
る
が
、
こ
れ
は
さ
し
あ
た
り
考
察
か
ら
外
す
）。
し
か
し
シ
テ
の
舞
が
終
わ

っ
た
と
き
に
ま
ず
子
方
が
気
づ
き
、
続
い
て
シ
テ
も
子
方
を
認
識
す
る
。
二
人

は
こ
こ
に
お
い
て
、
真
の
意
味
で
の
再
会
を
果
た
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
高
野
山
に
お
け
る
主
従
の
再
会
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
再
会
の
実
現
が
高
野
山
の
霊
力
で
あ
る
の
か
よ
く
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
品
の
筋
は
高
野
山
の
霊
威
に
導
か
れ
る
よ
う
に
展
開
し

て
い
る
。
だ
が
結
末
の
詞
章
に
は
再
会
と
高
野
山
の
霊
力
を
結
び
つ
け
る
記
述

が
な
く
（
明
和
改
正
謡
本
は
例
外
）、
む
し
ろ
シ
テ
が
子
方
に
付
き
従
う
志
を

「
実
主
従
の
道
と
か
や
」
と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
に
、
本
作
の
高
野
山
は
再
会
そ
の
も
の
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
高
野
山
が
与
え

た
無
償
の
奇
跡
は
、
再
会
の
場
で
あ
る
三
鈷
の
松
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
し
て

シ
テ
の
心
を
鎮
め
そ
の
力
を
引
き
出
し
て
や
る
こ
と
ま
で
で
あ
る
。
で
は
、
主

従
の
再
会
を
実
現
さ
せ
た
原
動
力
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
私
は
、
シ
テ
の
高
野
讃
歎
の
舞
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
テ
の

高
野
讃
歎
は
見
せ
物
的
な
芸
能
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
テ
の
苦
悩
は

絶
望
的
に
深
く
、
そ
の
心
理
状
態
か
ら
の
解
放
は
、
前
述
の
通
り
こ
の
上
な
い

奇
跡
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
シ
テ
の
信
仰
心
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
最
高
の

放
下
の
舞
と
し
て
結
実
し
た
。
そ
の
歌
舞
は
、
苦
悩
の
深
さ
と
「
く
る
ひ
さ
む

る
」
感
動
に
裏
打
ち
さ
れ
た
心
か
ら
の
讃
歎
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
感
情
を
歌
舞
に
託
す
と
い
う
技
術
は
子
方
出
奔
以
前
の
シ
テ
に

は
な
か
っ
た
要
素
で
あ
る
。
シ
テ
は
放
下
に
身
を
や
つ
し
、
絶
望
的
な
旅
を
続

け
て
い
た
。
そ
の
中
で
彼
は
放
下
的
な
歌
舞
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
感
情
の
表

出
方
法
に
も
な
っ
た
。
し
か
も
常
陸
か
ら
高
野
山
ま
で
の
旅
の
中
で
自
ら
の
苦

悩
と
向
き
合
い
・
そ
れ
を
歌
舞
へ
と
昇
華
し
続
け
て
き
た
の
だ
か
ら
、
苦
し
み

の
深
さ
に
比
例
し
て
歌
舞
の
力
も
ま
た
磨
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
主
従
の
再
会
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
シ
テ
の
物
狂
の
心
と

放
下
の
歌
舞
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
会
の

チ
ャ
ン
ス
は
高
野
山
が
準
備
し
て
く
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
先
は
、
物
狂
の
旅
の

中
で
シ
テ
が
身
に
つ
け
た
力
量
が
試
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

○
ま
と
め

―
苦
し
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
「
狂
ひ
」
―

本
作
に
お
け
る
「
狂
ひ
」
と
は
、
直
接
的
に
は
シ
テ
の
内
面
や
所
作
な
ど
を

指
す
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
ら
直
接
的
な
意
味
合
い
を
超
え
出

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
シ
テ
に
と
っ
て
の
「
狂
ひ
」
と
は
、
高
野
讃
歎
へ

と
つ
な
が
る
苦
し
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
々
、
シ
テ
の
実
存
を

脅
か
す
ほ
ど
の
苦
し
み
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
が
い
っ
た
ん
歓
喜
へ
と
傾
注
さ
れ

た
と
き
に
は
、
シ
テ
自
身
の
感
動
に
即
し
た
放
下
の
歌
舞
と
し
て
発
現
し
た
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
シ
テ
は
更
な
る
奇
跡
を
手
に
す
る
。
そ

れ
が
子
方
と
の
再
会
、
す
な
わ
ち
シ
テ
の
悲
願
の
成
就
で
あ
る
。

そ
し
て
主
―
従
の
関
係
を
取
り
戻
し
た
シ
テ
は
物
狂
の
狂
乱
と
決
別
し
、
新
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し
い
道
を
歩
き
出
す
。
主
君
の
望
み
に
従
っ
て
仏
道
修
行
の
道
へ
と
入
る
の
だ
。

冒
頭
か
ら
シ
テ
は
信
心
深
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
、
絶
望
と
奇
跡
を

体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
い
信
仰
心
を
手
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
シ
テ
は
、
人
生
の
再
出
発
を
迎
え
る
ま
で
に
大
き
な
成
長
を
成
し
遂
げ

た
の
だ
。
か
く
し
て
、
物
狂
と
放
下
の
二
側
面
を
持
っ
た
シ
テ
の
「
狂
ひ
」
の

研
鑽
は
、
シ
テ
の
新
た
な
門
出
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
と
い
え
る
。
仏

法
讃
美
を
主
題
と
し
・
高
野
山
を
舞
台
に
・
主
人
公
た
る
シ
テ
の
ド
ラ
マ
が
展

開
す
る
〈
高
野
物
狂
〉
と
い
う
一
個
の
作
品
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
ほ

か
で
も
な
い
「
狂
ひ
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
な
の
だ
。

（
１
）
重
田
氏
は
平
成
十
六
年
『
観
世
』
九
月
号
に
、
作
品
研
究
〈
高
野
物
狂
〉

と
い
う
論
文
を
寄
せ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
氏
は
詳
細
な
文
献
調
査

を
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
完
曲
《
高
野
物
狂
》
の
テ
ー
マ
と
色
調
」

と
し
て
「
蘇
武
の
故
事
、
仏
法
、
大
師
信
仰
、
霊
地
と
い
っ
た
素
材
が

テ�

ー�

マ�

を
織
り
な
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
本
作
の
作
者
が
能
全
体
に
統

一
感
を
持
た
せ
る
べ
く
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
２
）
こ
の
確
認
に
用
い
た
本
は
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
・
近
世
史
料
館
の

稼
堂
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
明
和
二
年
林
鐘
出
雲
寺
和
泉
椽
本
」
で
あ
る
。

こ
の
本
は
稼
堂
文
庫
の
目
録
で
は
「
謡
曲
本
」
と
さ
れ
て
お
り
、
編
著

者
名
は
な
い
。
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