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「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」

―
能
の
位
と
そ
の
典
拠
の
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
―

ツ
ァ
ラ
ヌ　

ラ
モ
ー
ナ

世
阿
弥
の
能
楽
論
で
は
、 
よ
く
で
き
て
い
る
能
の
一
条
件
と
し
て
「
本
説
正
し
き
」
こ
と
が
『
風
姿
花
伝
』
の
「
第
三
問
答
条
々
」
や
『
花

伝　

第
六
花
修
』、『
三
道
』
や
『
花
鏡
』
な
ど
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
本
説
正
し
き
」
作
品
は
、
作
成
に
当
た
り
権
威
の
あ

る
正
統
な
古
典
作
品
を
典
拠
と
す
る
。
つ
ま
り
著
名
な
文
学
的
題
材
に
基
づ
く
能
で
あ
る
。

世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
本
説
に
関
す
る
発
言
を
探
す
に
当
っ
て
、「
大
様
な
る
能
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
文
脈
の
中
に
本
説

の
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
と
気
が
つ
き
、「
大
様
な
る
能
」
を
手
が
か
り
に
世
阿
弥
の
本
説
論
に
つ
い
て
何
が
知
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
を

持
っ
て
、
こ
の
研
究
を
始
め
た
。「
大
様
な
る
能
」
と
し
て
形
容
さ
れ
る
作
品
に
お
け
る
本
説
の
扱
い
方
を
見
て
、
そ
れ
で
世
阿
弥
の
本

説
論
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

「
大
様
な
る
能
」
は
、
世
阿
弥
の
芸
論
に
出
現
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
曲
風
を
指
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

「
大
様
な
る
能
」
を
取
り
上
げ
る
先
行
研
究
に
は
、
八
嶌
正
治
氏
の
「
世
阿
弥
に
於
け
る
「
大
様
な
る
能
」
の
出
現
―
「
風
姿
花
伝
」
の

増
補
説
に
触
れ
て
」（1981

年
）
と
「「
大
様
な
る
能
」
の
出
現
―
世
阿
弥
と
犬
王
と
の
出
会
い
―
」（1984

年
）、
ま
た
は
重
田
み
ち
氏

に
よ
る
「
大
様
な
る
能
と
世
阿
弥
の
脇
能
」（2012

年
）
が
あ
る
。
八
嶌
氏
に
よ
れ
ば
、「
大
様
な
る
能
」
と
は
、
世
阿
弥
が
近
江
猿
楽

犬
王
の
天
女
の
舞
い
を
大
和
猿
楽
に
導
入
し
た
に
当
た
り
、
天
女
の
舞
い
を
軸
に
し
て
作
成
さ
れ
た
脇
能
の
こ
と
で
あ
る
。
重
田
氏
の

研
究
は
八
嶌
説
を
受
け
、
そ
し
て
さ
ら
に
天
女
の
舞
の
導
入
が
神
能
の
形
成
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
竹
本
氏
の
説
（『
観
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阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』1999

年
）
を
踏
ま
え
て
、「
大
様
な
る
能
」
は
世
阿
弥
が
形
成
し
た
老
体
の
脇
能
に
限
定
さ
れ
る
と
論
じ

て
い
る
。

本
研
究
で
は
、 

世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
大
様
な
る
能
」
に
関
す
る
発
言
を
参
照
に
し
た
上
で
、
ま
ず
「
大
様
な
る
能
」
は
脇
能

（
神
能
）
に
限
定
す
る
根
拠
が
な
い
と
指
摘
し
た
い
。
さ
ら
に
世
阿
弥
に
よ
る
「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」
の
対
象
的
な
位
置
づ

け
に
注
目
を
し
、
そ
の
関
連
で
世
阿
弥
の
本
説
論
の
方
へ
論
を
進
め
た
い
。

①
『
花
伝
　
第
六
花
修
』
に
お
け
る
「
大
様
な
る
能
」

「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」
に
つ
い
て
対
照
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
花
伝　

第
六
花
修
』
の
第
四
条
の
次
の
文
脈
で
あ
る
。

　
「
一
、
能
の
よ
き
・
悪
し
き
に
つ
け
て
、
為
手
の
位
に
よ
り
て
、
相
応
の
所
を
知
る
べ
き
也
。
文
字
・
風
体
を
求
め
ず
し
て
、
大

や
う
な
る
能
の
、 

本
説
こ
と
に
正
し
く
て
、
大
き
に
位
の
上
れ
る
能
あ
る
べ
し
。
か
や
う
な
る
能
は
、
見
所
さ
ほ
ど
細
か
に
な
き
事

あ
り
。
こ
れ
に
は
、 

よ
き
ほ
ど
の
上
手
も
似
合
は
ぬ
事
あ
り
。
た
と
ひ
、
こ
れ
に
相
応
す
る
ほ
ど
の
無
上
の
上
手
な
り
と
も
、
又
、

目
利
・
大
所
に
て
な
く
ば
、
よ
く
出
で
来
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
、
能
の
位
、
為
手
の
位
、
目
利
・
在
所
・
時
分
、
こ
と
ご

と
く
相
応
せ
ず
ば
、
出
で
来
る
事
は
左
右
な
く
あ
る
ま
じ
き
也
。

　

又
、
小
さ
き
能
の
、
さ
し
た
る
本
説
に
て
は
な
け
れ
共
、
幽
玄
な
る
が
、
細
々
と
し
た
る
能
あ
り
。
こ
れ
は
、
初
心
の
為
手
に

も
似
合
ふ
物
也
。
在
所
も
、
自
然
、
片
辺
り
の
神
事
、
夜
な
ど
の
庭
に
相
応
す
べ
し
。
よ
き
ほ
ど
の
見
手
も
、
能
の
為
手
も
、
こ

れ
に
迷
ひ
て
、
自
然
、
田
舎
・
小
所
の
庭
に
て
面
白
け
れ
ば
、
そ
の
心
慣
ら
ひ
に
て
、
押
し
出
だ
し
た
る
大
所
、
貴
人
の
御
前
な

ど
に
て
、
あ
る
い
は
ひ
い
き
興
行
し
て
、
思
ひ
の
外
に
能
悪
け
れ
ば
、
為
手
に
も
名
を
折
ら
せ
、
我
も
面
目
な
き
事
あ
る
物
な
り
。」
①
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
大
様
な
る
能
」
の
特
徴
は
、
そ
の
演
目
の
典
拠
と
な
る
文
学
作
品
が
極
め
て
正
統
で
あ
る
こ
と
と
、
位
の
高

い
能
で
あ
る
こ
と
だ
と
分
か
る
。「
見
所
さ
ほ
ど
細
か
に
な
き
事
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
演
技
上
の
繊
細
さ
の
こ
と
で
、「
大
様
な
る
」

能
の
場
合
は
、
演
目
の
魅
力
が
細
か
い
演
技
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
作
品
全
体
の
大
ら
か
な
印
象
に
あ
る
の
だ
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
能
が
成
功
す
る
に
は
、
演
者
の
器
量
と
演
目
の
作
品
性
の
適
合
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
上
、

作
品
の
位
の
高
さ
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
眼
識
の
高
い
観
客
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
演
者
は
上
演
の
場
所
と
時
節
を

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
大
様
な
る
能
」
は
以
上
の
諸
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
、
極
め
て
こ
だ
わ
り
の
多
い
凝
っ
た
作
品
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

「
大
様
な
る
能
」
に
比
べ
て
、「
小
さ
き
能
」
と
い
わ
れ
る
演
目
の
場
合
は
、
そ
れ
ほ
ど
外
的
な
条
件
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
い
よ
う

で
あ
る
。
典
拠
に
な
る
作
品
が
大
し
た
も
の
で
は
な
い
場
合
で
も
、
大
様
な
る
能
と
同
じ
よ
う
に
優
美
な
演
目
で
あ
る
か
ぎ
り
、
田
舎

の
寺
社
で
の
祭
礼
の
よ
う
な
小
規
模
な
催
し
の
時
に
演
じ
ら
れ
て
も
、
容
易
に
成
功
す
る
能
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
舎
で
人
気

を
集
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
演
目
を
貴
人
の
前
で
演
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
危
険
だ
と
世
阿
弥
は
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
演
目
の
位
の
高
さ
を
意
識
し
た
上
で
、
演
者
は
各
演
目
が
ど
の
よ
う
な
場
所
、
ど
の
よ
う
な
時
に
相
応
し
い
か
に
つ
い
て
の
理
解

を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
条
の
趣
旨
で
あ
る
。

能
の
典
拠
と
な
る
文
学
作
品
の
性
質
と
、
そ
の
演
目
を
見
る
観
客
の
眼
識
の
高
さ
が
直
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
世
阿
弥
の
主
張

を
こ
こ
で
注
目
し
た
い
。
観
客
の
眼
識
の
高
さ
を
非
常
に
意
識
し
た
論
で
あ
る
。
各
能
演
目
の
位
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
に
基
づ
い
て

い
る
か
、
観
客
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
で
決
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
引
用
し
た
段
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
世
阿
弥
の
考
察
は
、『
花
伝　

第
六
花
修
』
第
三
条
の
論
を
受
け
て
い
る
。
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「
又
、
能
に
よ
り
て
、
さ
し
て
細
か
に
言
葉
・
義
理
に
か
ゝ
ら
で
、
大
様
に
す
べ
き
能
あ
る
べ
し
。
さ
や
う
の
能
を
ば
、
直
に
舞
い

謡
い
、
振
り
を
も
す
る
〳
〵
と
な
だ
ら
か
に
す
べ
し
。
か
や
う
な
る
能
を
又
細
か
に
す
る
は
、
下
手
の
態
な
り
。
こ
れ
又
能
の
下

る
所
と
知
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
よ
き
言
葉
・
余
情
を
求
む
る
も
、
義
理
・
詰
め
所
の
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
能
に
至
り
て
の
事
也
。

直
な
る
能
に
は
、 

た
と
ひ
、 

幽
玄
の
人
体
に
て
硬
き
言
葉
を
謡
ふ
と
も
、 

音
曲
の
か
ゝ
り
だ
に
確
や
か
な
ら
ば
、
こ
れ
、
よ
か
る
べ

し
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
能
の
本
様
と
心
得
べ
き
事
な
り
。
た
ゞ
、
返
々
、
か
や
う
の
条
々
を
極
め
尽
く
し
て
、
さ
て
大
様
に
す
る

な
ら
で
は
、
能
の
庭
訓
あ
る
べ
か
ら
ず
。」
②
（『
花
伝　

第
六
花
修
』
第
三
条
）

こ
の
段
で
は
、具
体
的
な
説
明
に
乏
し
い
な
が
ら
も
、世
阿
弥
に
よ
る
演
技
論
が
読
み
解
か
れ
る
。「
さ
し
て
細
か
に
言
葉
・
義
理
に
か
ゝ

ら
で
、
大
様
に
す
べ
き
能
あ
る
べ
し
」
と
は
、
細
か
い
演
技
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
大
ら
か
な
心
持
ち
で
演
じ
る
べ
き
能
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
能
の
場
合
世
阿
弥
は
、「
直
に
舞
い
謡
い
、
振
り
を
も
す
る
〳
〵
と
な
だ
ら
か
に
す
べ
し
」、
つ
ま
り
正
し
く
、
細
か
い
と

こ
ろ
に
引
っ
か
か
ら
ず
、
観
客
に
す
ぐ
に
届
く
よ
う
な
演
じ
方
を
す
す
め
る
。
大
ら
か
な
印
象
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
能
の
場
合
に
逆

に
細
か
く
て
凝
っ
た
演
技
に
こ
だ
わ
る
の
は
必
要
が
な
い
と
い
う
世
阿
弥
の
言
説
が
見
え
る
。
能
の
演
劇
性
を
考
え
る
上
で
、
確
か
に

動
き
の
多
い
演
技
は
面
白
い
見
ど
こ
ろ
に
な
る
の
だ
が
、
特
別
に
品
格
の
あ
る
主
人
公
の
場
合
に
は
相
応
し
く
な
い
。「
幽
玄
の
人
体
」

の
最
大
の
魅
力
は
ま
さ
に
品
格
や
大
ら
か
さ
で
あ
り
、
細
か
い
演
技
の
変
わ
り
に
、
文
句
や
謡
い
の
性
質
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
旦
「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」
の
違
い
が
ま
と
め
ら
れ
る
。

「
大
様
な
る
能
」
の
特
徴
と
し
て
は
次
の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

１
）
極
め
て
正
統
で
権
威
の
あ
る
典
拠
に
基
づ
い
て
い
る
能
で
、
古
典
に
詳
し
い
観
客
の
好
み
に
も
応
え
る
よ
う
な
能
で
あ
る
。

２
）
細
か
い
演
技
を
見
ど
こ
ろ
と
せ
ず
、
な
だ
ら
か
な
立
ち
振
る
舞
い
を
目
指
す
べ
き
だ
。
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３
）
品
格
に
特
に
こ
だ
わ
り
、
大
規
模
な
催
し
に
も
相
応
し
い
。

４
）「
直
な
る
能
」
で
、
つ
ま
り
物
語
の
内
容
が
曲
折
な
く
観
客
に
伝
わ
る
よ
う
な
能
で
あ
る
。

５
）
謡
の
言
葉
は
難
解
な
場
合
で
も
、
音
楽
は
す
ぐ
に
伝
わ
る
よ
う
な
旋
律
で
あ
る
た
め
、
観
客
は
言
葉
の
意
味
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。

「
小
さ
き
能
」
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
）
本
説
は
大
し
た
も
の
で
は
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。

２
）
細
か
い
演
技
が
演
目
の
見
ど
こ
ろ
と
な
る
。

３
）
小
規
模
な
催
し
の
み
に
相
応
し
い
。

４
）「
大
様
な
る
能
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
演
者
は
「
幽
玄
」
な
芸
を
目
指
す
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
優
美
な
能
で
あ
る
。

以
上
の
特
徴
か
ら
見
る
と
、「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」
の
間
に
は
あ
く
ま
で
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
ま
た
は
位
の
違
い
が
あ

る
だ
け
で
、
こ
の
分
類
は
特
定
の
演
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
す
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
主
人
公
が
老
体
で
あ
れ
、
女
体
で
あ
れ
、

ま
た
は
軍
体
で
あ
れ
、「
幽
玄
の
人
体
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
演
目
は
眼
識
の
高
い
貴
族
の
観
客
の
前
で
も
上
演
可
能
な
大
様
な
る
能

で
あ
る
か
、
一
般
の
観
客
に
好
ま
れ
る
よ
う
な
小
規
模
な
能
で
あ
る
。

②
世
阿
弥
の
序
破
急
論
と
「
大
様
な
る
能
」

こ
こ
ま
で
ま
と
め
て
き
た
論
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
世
阿
弥
の
次
の
発
言
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
大
か
た
の
風
体
、
序
破
急
の
段
に
見
え
た
り
。
こ
と
さ
ら
、
脇
の
申
楽
、
本
説
正
し
く
て
、
開
口
よ
り
、
そ
の
謂
れ
と
、
や
が
て

人
の
知
る
ご
と
く
な
ら
ん
ず
る
来
歴
を
書
く
べ
し
。
さ
の
み
に
細
か
な
る
風
体
を
尽
く
さ
ず
と
も
、
大
か
た
の
か
ゝ
り
直
に
下
り
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た
ら
ん
が
、
指
寄
り
花
々
と
あ
る
や
う
に
、
脇
の
申
楽
を
ば
書
く
べ
し
。
又
、
番
数
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
も
〳
〵
、
言
葉
・

風
体
を
尽
く
し
て
、
細
か
に
書
く
べ
し
。」
③

以
上
の
発
言
は
『
花
伝　

第
六
花
修
』
の
第
一
条
に
見
え
る
論
で
あ
る
。
複
数
の
演
目
を
含
む
一
日
の
能
番
組
で
最
初
に
演
じ
ら
れ

る
「
脇
の
申
楽
」
の
必
須
条
件
を
説
く
文
で
あ
る
。
脇
の
能
は
「
本
説
正
し
く
て
」、そ
の
内
容
は
「
人
の
知
る
ご
と
く
な
ら
ん
ず
る
来
歴
」

で
あ
り
、
演
技
の
面
で
は
「
さ
の
み
に
細
か
な
る
風
体
を
尽
く
さ
ず
」、
そ
れ
に
「
大
か
た
の
か
ゝ
り
直
に
下
り
た
ら
ん
が
、
指
寄
り
花
々

と
あ
る
」、
つ
ま
り
筋
が
通
り
や
す
い
と
同
時
に
、
観
客
を
面
白
が
ら
せ
る
よ
う
な
、
魅
力
的
な
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
大

様
な
る
能
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
日
の
番
組
の
初
め
に
演
じ
ら
れ
る
「
脇
の
申
楽
」
は
い
わ
ゆ
る
「
大
様
な
る
能
」

で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
世
阿
弥
の
す
す
め
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
序
破
急
の
段
」は
世
阿
弥
演
技
論
の
頂
点
と
い
え
る『
花
鏡
』（
応
永
31
年
成
立
）に
あ
る
条
で
、『
花
鏡
』の
前
身
で
あ
る『
花
修
内
抜
書
』

（
応
永
25
年
）
に
も
見
え
、
今
ま
で
引
用
し
た
『
花
伝　

第
六
花
修
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
論
で
あ
る
。

「
序
者
、
初
め
な
れ
ば
、
本
風
の
姿
也
。
脇
の
申
楽
、
序
な
り
。
直
な
る
本
説
の
、
さ
の
み
に
細
か
に
な
く
、
祝
言
な
る
が
、
正
し

く
下
り
た
る
か
ゝ
り
な
る
べ
し
。
態
は
舞
歌
ば
か
り
な
る
べ
し
。
歌
舞
は
此
道
の
本
態
風
な
り
。
二
番
目
の
申
楽
は
、
脇
の
申
楽

に
は
変
り
た
る
風
体
の
、
本
説
正
し
く
て
、
強
々
と
し
た
ら
ん
が
、
し
と
や
か
な
ら
ん
風
体
な
る
べ
し
。
是
は
、
脇
の
申
楽
に
変

り
た
る
風
情
な
れ
ど
も
、
い
ま
だ
さ
の
み
に
細
か
に
は
な
く
て
、
手
を
も
い
た
く
砕
く
時
分
に
て
な
け
れ
ば
、
是
も
い
ま
だ
序
の

名
残
の
風
体
也
。

　

三
番
目
よ
り
は
、
破
也
。
こ
れ
は
、
序
の
本
風
の
直
に
正
し
き
体
を
、
細
か
な
る
方
へ
移
し
あ
ら
は
す
体
な
り
。
序
と
申
は
を
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の
づ
か
ら
の
姿
、
破
は
又
、
そ
れ
を
和
し
て
注
す
る
釈
の
義
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
三
番
目
よ
り
、
能
は
、
細
か
に
手
を
入
て
、

物
ま
ね
の
あ
ら
ん
風
体
な
る
べ
し
。
其
日
の
肝
要
の
能
な
る
べ
し
。
か
く
て
、
四
五
番
ま
で
は
破
の
分
な
れ
ば
、
色
々
を
尽
く
し

て
事
を
な
す
べ
し
。

　

急
と
申
は
、
挙
句
の
義
な
り
。
そ
の
日
の
名
残
な
れ
ば
、
限
り
の
風
な
り
。
破
と
申
は
、
序
を
破
り
て
、
細
や
け
て
、
色
々
を

尽
く
す
姿
な
り
。
急
と
申
は
、
又
そ
の
破
を
尽
く
す
所
の
、
名
残
の
一
体
也
。
さ
る
程
に
、
急
は
、
揉
み
寄
せ
て
、
乱
舞
・
は
た

ら
き
、
目
を
驚
か
す
景
色
な
り
。
揉
む
と
申
は
、
こ
の
時
分
の
体
な
り
。（
略
）」④
（『
花
鏡
』「
序
破
急
之
事
」）

「
序
破
急
の
段
」
の
論
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
一
日
の
番
組
の
「
序
」
に
な
る
べ
き
演
目
は
脇
能
で
あ
り
、  

そ
の
特
徴
の
列
挙
は
『
花

伝　

第
六
花
修
』
の
第
一
条
の
言
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
。「
脇
の
申
楽
」
は
「
直
な
る
本
説
」
が
あ
り
、
演
技
は
「
さ
の
み
に

細
か
に
な
く
」、「
正
し
く
下
り
た
る
か
か
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
直
な
る
」
と
「
正
し
く
」
と
い
う
単
語
は
世
阿
弥
の
言
葉
遣
い
で

は
同
一
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
い
。『
花
伝　

第
六
花
修
』
の
「
本
説
正
し
く
て
」
は
『
花
鏡
』
で
は
「
直
な
る
本
説
」
と
な
っ

て
お
り
、「
か
か
り
直
に
下
り
た
ら
ん
」
の
方
は
『
花
鏡
』
で
は
「
正
し
く
下
り
た
る
か
か
り
な
る
べ
し
」
に
な
る
。「
直
な
る
」
と
「
正

し
く
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
取
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
本
説
論
の
研
究
に
当
り
、
大
事
な
手
が
か
り
に
な
り
得
る
で
あ

ろ
う
。

「
序
破
急
の
段
」
に
見
え
る
脇
の
申
楽
の
特
徴
は
、
既
述
し
た
大
様
な
る
能
の
特
徴
に
も
通
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
「
祝
言
な
る
」
能

で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
。
脇
の
能
は
、
神
の
出
現
が
内
容
の
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
極
め
て
品
格
の
あ
る
、
位
の
高
い

能
で
あ
る
上
に
、
祝
言
に
相
応
し
い
雰
囲
気
が
こ
の
よ
う
な
能
の
何
よ
り
大
事
な
特
徴
で
あ
る
。

脇
の
能
の
後
に
演
じ
ら
れ
る
演
目
は
、
違
う
曲
風
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
く
「
本
説
正
し
」
で
あ
る
べ
き
で
、「
強
々
と
し
た
ら
ん
が
、
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し
と
や
か
な
ら
ん
風
体
な
る
べ
し
」、
つ
ま
り
迫
力
の
あ
る
優
雅
な
能
で
あ
る
べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
に
よ
る
と
、
番
組

に
お
け
る
二
番
目
の
演
目
は
、
序
の
名
残
で
あ
る
、
つ
ま
り
序
の
大
様
な
る
雰
囲
気
の
延
長
線
に
演
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
破
」
に
あ
た
る
演
目
（
三
番
目
と
そ
の
以
降
の
曲
）
は
番
組
の
「
序
」
の
「
大
様
な
る
」
印
象
を
破
る
べ
き
で
あ
り
、「
破
」
に
相

応
し
い
能
に
お
け
る
演
技
が
細
か
い
わ
け
で
あ
る
。「
三
番
目
よ
り
、
能
は
、
細
か
に
手
を
入
て
、
物
ま
ね
の
あ
ら
ん
風
体
な
る
べ
し
」

と
い
う
発
言
か
ら
、
細
か
い
演
技
は
「
物
ま
ね
」
を
中
心
と
し
た
演
技
の
こ
と
だ
と
分
か
る
。「
物
ま
ね
」
の
芸
は
大
和
猿
楽
の
一
座
で

あ
る
観
世
座
の
得
意
な
芸
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
の
論
に
よ
る
と
、「
物
ま
ね
」
の

基
本
は
扮
装
で
、
能
の
主
人
公
に
扮
し
た
上
で
、
そ
の
人
物
の
特
殊
な
動
作
、
ま
た
は
態
（
わ
ざ
）
を
似
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
場
面
を
含
む
能
こ
そ
、 
細
か
い
演
技
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。「
急
」
は
「
破
」
の
芸
を
頂
点
へ
展
開
さ
せ
て
、 

特
に
印
象
的
で
「
目

を
驚
か
す
」、
つ
ま
り
動
き
の
多
い
、
面
白
い
演
技
を
見
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
一
日
の
番
組
に
お
け
る
曲
風
の
変
遷
を
念
頭
に
お
い
て
、『
花
伝　

第
六
花
修
』
第
一
条
の
「
番
数
に
至
り

ぬ
れ
ば
、 

い
か
に
も
〳
〵
、
言
葉
・
風
体
を
尽
く
し
て
、
細
か
に
書
く
べ
し
」
の
意
味
を
考
え
て
み
る
。
す
る
と
能
番
組
の
展
開
と
し
て

は
、
大
ら
か
な
印
象
を
与
え
る
演
技
か
ら
細
か
い
演
技
の
方
へ
進
む
の
が
合
理
的
で
あ
る
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一

日
の
番
組
の
中
で
「
大
様
な
る
能
」
か
ら
「
小
さ
き
能
」
へ
の
移
動
が
こ
こ
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
序
破
急
論
を
中
心
に
「
大
様
な
る
能
」
は
何
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、「
大
様
な
る
能
」
は
脇
能
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
限
る
と

い
う
見
解
に
至
る
の
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
脇
能
は
祝
言
の
性
質
を
持
つ
「
大
様
な
る
能
」
で
あ
り
、
大
様
な
る
能
の
演
目
全
て

が
脇
の
能
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
先
ほ
ど
ま
と
め
て
み
た
『
花
伝　

第
六
花
修
』
に
お
け
る
「
大
様
な
る
能
」
の
特
徴
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
表
現
は
能
演
目
の
規
模
の
大
き
さ
を
指
し
て
い
る
。
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③
「
大
様
な
る
能
」
と
「
小
さ
き
能
」

具
体
的
な
例
を
探
っ
て
み
る
と
、
世
阿
弥
の
晩
年
の
思
想
を
ま
と
め
る
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
に
お
け
る
次
の
発
言
が
あ
る
。

「
先ま
づ

、
祝し
う
げ
ん言
の
、
か
ゝ
り
直
成
道
よ
り
書か

き
習な
ら

ふ
べ
し
。
直す

ぐ

成（
な
る
て
い
）

体
は
弓
八や

は
た幡

也
。
曲

（
き
ょ
く
）も

な
く
、
真ま

す
ぐ直

成
（
な
る
）

能
也
。
当（

た
う
ご
だ
い
）

御
代
の
初は
じ

め
の

た
め
に
書か

き
た
る
能
な
れ
ば
、
秘ひ

じ事
も
な
し
。
放は
う
じ
や
う（
ゑ
）

生
会
の
能
、
魚い
を
は
な放
つ
所
曲
（
き
ょ
く
）な
れ
ば
、
私
わ
た
く
し

有（
あ
り
）。
相あ
ひ（
お
ひ
）
生
も
、
な
を
し
鰭ひ
れ

が
有
（
あ
る
）也
。

　

祝
言
の
外

（
ほ
か
）に

は
、 
井（

ゐ
）づ筒ゝ

・
道

（
み
ち
）も
り盛な

ど
、
直す

ぐ（
な
る
）

成
能
也
。（
略
）」⑤
（『
申
楽
談
儀
』）

こ
の
文
脈
で
「
直
な
る
」
能
と
し
て
言
及
さ
れ
る
〈
弓
八
幡
〉
は
、
石
清
水
八
幡
縁
起
を
題
材
に
し
、
如
月
初
卯
の
神
事
に
神
が
出

現
す
る
と
い
っ
た
祝
祭
性
に
あ
ふ
れ
た
内
容
を
持
つ
演
目
で
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
に
一
般
に
知
ら
れ
た
謂
れ
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
演

目
で
、
当
時
の
観
客
に
は
す
ぐ
に
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
能
を
主
人
公
と
す
る
八
幡
の

末
社
高
良
の
神
は
、
戦
術
の
象
徴
で
あ
る
弓
を
袋
に
入
れ
て
登
場
す
る
の
で
、
こ
の
能
に
は
平
和
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
当

御
代
の
初
め
の
た
め
に
書
き
た
る
能
」
と
い
う
発
言
か
ら
、
足
利
義
教
が
将
軍
に
な
っ
た
頃
に
作
成
さ
れ
た
能
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

格
が
高
い
老
体
の
神
能
で
あ
る
上
に
、
曲
折
も
な
く
直
に
伝
わ
る
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
つ
〈
弓
八
幡
〉
は
「
大
様
な
る
」
能
と
し

て
作
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
た
能
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〈
相
生
〉は〈
高
砂
〉の
古
名
で
、『
古
今
和
歌
集
』の
序
よ
り
題
材
を
取
り
、い
か
に
も
正
統
な
本
説
を
持
つ
能
で
あ
る
。〈
弓
八
幡
〉よ
り
も「
な

を
し
鰭
が
あ
る
」
と
い
う
世
阿
弥
の
発
言
か
ら
見
る
と
、能
作
品
と
し
て
成
功
す
る
た
め
に
、よ
り
一層
の
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

最
高
位
の
能
で
、
世
阿
弥
も
最
も
自
信
を
持
って
い
た
演
目
で
、
こ
の
作
品
こ
そ
「
大
様
な
る
能
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

祝
言
の
能
以
外
「
直
な
る
能
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
〈
井
筒
〉
と
〈
通
盛
〉
で
あ
る
。
大
様
な
る
能
は
神
を
主
人
公
と
す
る
脇
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能
に
限
ら
な
い
と
い
う
本
研
究
の
中
心
的
な
説
を
裏
付
け
る
の
は
世
阿
弥
自
身
に
よ
る
こ
の
二
つ
の
能
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。〈
通
盛
〉

は
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
基
づ
く
演
目
で
、
主
人
公
の
物
語
は
世
阿
弥
時
代
に
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
女

体
の
能
で
あ
る
〈
井
筒
〉
は
、
世
阿
弥
時
代
の
教
養
の
あ
る
人
に
古
典
作
品
と
し
て
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
や
当
時
流

布
し
て
い
た
注
釈
書
を
典
拠
と
し
、「
本
説
正
し
き
」
能
だ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
例
を
見
る
と
、「
直
ぐ
な
る
能
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
能
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
古
典
作
品
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
能

で
あ
る
。
演
目
の
内
容
が
す
ぐ
に
観
客
に
伝
わ
る
た
め
に
、
本
説
の
物
語
に
関
す
る
知
識
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、「
小
さ
き
能
」
は
ど
の
よ
う
な
演
目
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
で
は
言
及
が
な
い
た
め
、
具

体
的
な
例
が
見
当
た
ら
な
い
。『
花
伝　

第
六
花
修
』
の
発
言
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
特
徴
で
い
え
ば
、「
小
さ
き
能
」
は
一
般
に
知
ら

れ
た
マ
イ
ナ
ー
な
説
話
物
語
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
教
養
レ
ベ
ル
の
低
い
観
客
層
に
も
通
じ
る
よ
う
な
面
白
さ
を
持
つ
演
目
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
細
か
い
演
技
を
見
ど
こ
ろ
と
す
る
能
で
あ
る
点
か
ら
、『
序
破
急
の
段
』
の
「
細
か
に
手
を
入
て
、
物
ま
ね
の
あ
ら
ん
風
体
な

る
べ
し
」
と
い
う
発
言
が
大
事
な
手
が
か
り
に
な
る
。
大
和
猿
楽
座
が
元
々
得
意
と
し
て
い
た
物
ま
ね
の
芸
を
見
ど
こ
ろ
と
す
る
演
目

で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
が
で
き
る
。
し
か
し
世
阿
弥
の
最
大
の
業
績
と
思
わ
れ
る
猿
楽
能
の
歌
舞
劇
化
の
過
程
で
は
、
物
ま
ね
の
芸

を
中
心
と
し
て
い
た
古
作
の
能
が
歌
舞
劇
に
改
作
さ
れ
、
世
阿
弥
時
代
の
能
か
ら
、
物
ま
ね
の
芸
を
中
心
と
す
る
能
、
つ
ま
り
「
小
さ

き
能
」
は
お
そ
ら
く
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

世
阿
弥
が
手
が
け
た
能
作
品
の
性
質
を
見
る
と
、
彼
が
理
想
と
し
て
常
に
目
指
し
た
の
は
、
や
は
り
大
様
な
る
能
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
本
説
に
な
る
文
学
作
品
の
正
統
性
へ
の
こ
だ
わ
り
、
各
能
作
品
の
演
劇
的
な
面
白
さ
と
音
楽
的
な
完
成
度
の
追
求
と
い
う
点
か
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ら
見
れ
ば
、
世
阿
弥
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
能
に
し
か
未
来
が
見
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
研
究
の
目
的
は
、
世
阿
弥
が
理
想
と
し

て
い
た
能
の
特
徴
は
何
で
あ
る
か
を
手
が
か
り
に
、
世
阿
弥
の
本
説
論
に
関
す
る
考
察
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
能
の
典
拠
と
な
る
古

典
文
学
作
品
が
正
統
で
、
権
威
の
あ
る
作
品
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
世
阿
弥
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
本
説
の
性
質
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
。
古
典
文
学
的
な
素
材
は
ど
う
い
う
風
に
能
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
手

法
の
正
統
性
も
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
能
作
品
の
作
成
に
お
け
る
素
材
処
理
方
法
の
分
析
を
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

［
注
］

①
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
24
、
岩
波
書
店
、
昭
和
49
年
、
52
‐
53
頁
．

②
同
、
52
頁
．

③
同
、
47
頁
。

④
同
、
90
頁
。

⑤
同
、286

頁
。

＊
討
論
要
旨

小
林
健
二
氏
は
、
発
表
者
が
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
義
』
に
現
れ
る
「
祝
言
の
外
に
は
、
井
筒
・
道
盛
な
ど
、
直
成
能
也
」
の
文
言
に
依
拠
し
て
、
祝
言
の
能
に
加
え
て
井
筒
や
通

盛
も
「
大
様
な
る
能
」
に
含
ま
れ
る
と
し
た
論
旨
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
先
行
研
究
で
は
「
大
様
な
る
能
」
は
脇
能
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
特
に
老
体
の
神
能
を
指
す
と
い
う
見
解

も
あ
る
。
神
能
は
大
仰
に
演
じ
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
井
筒
や
通
盛
を
同
列
視
し
て
よ
い
の
か
。
例
え
ば
井
筒
で
は
紀
有
常
女
が
業
平
の
形
見
の
衣
装
を
身
に
纏
い
、
男
装
し
て
移

り
舞
を
す
る
と
こ
ろ
に
凝
っ
た
趣
向
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
修
羅
能
で
あ
る
通
盛
に
は
修
羅
の
苦
言
を
生
々
し
く
訴
え
る
場
面
も
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
も
果
た
し
て
「
大
様
な
る
能
」
と

言
え
る
の
か
。
一
方
、
世
阿
弥
の
作
品
で
は
修
羅
能
の
八
島
や
切
能
の
野
守
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
が
、 

発
表
者
の
考
え
る
「
大
様
な
る
能
」
に
は
入
ら
な
い
の
か
。
以
上
に
つ
い
て
発

表
者
の
見
解
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
発
表
者
は
、 

井
筒
や
通
盛
、 

ま
た
松
風
な
ど
を
「
大
様
な
る
能
」
と
見
做
す
場
合
、『
申
楽
談
儀
』
と
『
花
鏡
』
に
現
れ
る
「
本
説
正
し
き
」
を

ど
う
理
解
す
べ
き
か
思
案
し
て
い
る
と
回
答
し
た
。
例
え
ば
松
風
も
大
ら
か
な
印
象
を
与
え
、
脇
能
、
神
能
に
特
徴
的
な
謡
い
方
を
す
る
非
常
に
位
の
高
い
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能

が
「
本
説
正
し
き
」
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
阿
弥
の
本
説
論
に
つ
い
て
何
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
、
現
状
の
疑
問
と
し
て
提
示
し
た
。

小
林
健
二
氏
は
発
表
者
の
回
答
に
応
え
、
作
品
を
介
し
て
世
阿
弥
の
理
論
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
素
材
の
処
理
方
法
と
分
析
を
一

層
充
実
さ
せ
て
欲
し
い
と
要
望
し
た
。




