
た
と
す
る
説
と
、
実
際
に
は
使
わ
れ
て
い
た
も

の
で
な
く
狂
言
入
間
川
だ
け
の
物
語
と
す
る

説
と
に
分
か
れ
、
史
学
者
、
郷
土
史
家
、
好
事

家
な
ど
が
様
々
な
考
察
分
析
を
試
み
て
い
ま

す
。 

●
玄
恵
法
印
の
創
作
？ 

狭
山
市
で
は
、
元
「
狭
山
市
史
」
の
編
集
委

員
で
入
間
公
民
館
長
だ
っ
た
郷
土
史
学
者
の

広
沢
謙
一
氏
が
平
成
六
年
に
発
刊
し
た
著
書

『
狂
言
入
間
川
考
』
の
中
で
「
狭
山
市
史
編
纂

の
進
展
か
ら
入
間
川
に
逆
言
葉
は
な
か
っ
た

と
確
信
し
ま
し
た
。
大
名
や
太
郎
冠
者
や
土
地

の
者
も
す
べ
て
作
者
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
れ
ば
か
り
か
背
景
と
な
る
入
間
川

の
流
れ
そ
の
も
の
が
虚
構
で
、
狂
言
入
間
川
は

純
粋
な
創
作
で
す
」
と
断
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

狂
言
入
間
川
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
訴
訟
に
勝

っ
た
大
名
が
太
郎
冠
者
を
伴
っ
て
国
元
に
帰

る
途
次
、
入
間
川
に
着
い
て
土
地
の
者
に
川
の

名
を
訊
ね
、
舞
台
上
で
は
逆
言
葉
に
よ
る
三
人

の
対
話
が
始
ま
り
、
大
名
が
浅
瀬
を
訊
ね
た
と

こ
ろ
「
上
の
方
に
回
ら
せ
ら
れ
い
」
と
教
え
ら

れ
ま
す
が
、
逆
言
葉
と
思
っ
た
大
名
は
上
に
回

ら
ず
そ
の
場
で
渡
ろ
う
と
し
て
水
に
流
さ
れ

か
か
っ
た
た
め
、
怒
っ
た
大
名
と
土
地
の
者
と

で
面
白
い
逆
言
葉
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
る

も
の
。
だ
と
す
る
と
、
当
時
は
入
間
川
地
方
に

逆
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
印
象
に
な
り
ま
す

が
、
広
沢
氏
は
狭
山
の
歴
史
考
証
か
ら
狂
言
入

間
川
は
玄
恵
法
印
の
創
作
で
あ
り
虚
構
だ
っ

た
、
と
断
定
さ
れ
た
の
で
す
。 

●
狂
言
入
間
川
の
芸
術
性 

な
お
、
そ
れ
に
つ
い
て
広
沢
氏
は
次
の
よ
う

な
言
葉
で
論
説
を
結
ば
れ
て
い
ま
す
。「
逆
言

葉
は
実
際
に
は
入
間
川
の
畔
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
狂
言
入

間
川
の
持
つ
芸
術
性
や
文
芸
的
な
価
値
が
揺

ら
ぐ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
の
持
つ
不

思
議
な
働
き
を
問
う
名
作
狂
言
で
す
。
逆
言
葉

と
い
う
も
の
を
産
み
出
し
入
間
様
を
俳
諧
の

中
に
導
入
し
辞
書
の
中
に
も
し
っ
か
り
定
着

さ
せ
ま
し
た
。
数
あ
る
狂
言
の
中
で
も
こ
れ
ほ

ど
他
に
影
響
を
与
え
た
作
品
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
狂
言
の
名
作
入
間
川
の
持
つ
重
み
は
永

遠
に
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
」 

●
狂
言
と
は
何
か 

狂
言
は
、
我
が
国
の
古
典
芸
能
の
一
つ
で
、

一
般
に
は
「
能
狂
言
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

発
生
の
歴
史
は
古
く
、
十
四
世
紀
（
南
北
朝
時

代
前
後
）
に
、
舞
台
芸
能
と
し
て
定
着
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
室
町
時
代
（
一
四
二
〇

年
）
頃
に
完
成
さ
れ
た
演
劇
と
み
ら
れ
、
厳
粛

幽
玄
な
能
の
間
に
そ
の
緊
張
を
ほ
ぐ
す
た
め

に
演
じ
ら
れ
た
一
幕
も
の
の
喜
劇
で
す
。 

現
在
舞
台
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
は
大
蔵

流
と
和
泉
流
で
、
狂
言
入
間
川
は
両
流
で
演
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。
作
者
は
誰
か
確
か
な
こ
と
は

判
ら
な
い
の
で
す
が
、
玄
恵
法
印
（
げ
ん
え
ほ

う
い
ん
）
と
い
う
比
叡
山
の
坊
さ
ん
だ
っ
た
と

両
流
と
も
見
て
い
ま
す
。 

●
狂
言
入
間
川
の
背
景 

当
時
領
地
の
紛
争
に
関
わ
る
ほ
ど
の
大
き

な
裁
判
は
幕
府
の
評
定
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
す

べ
て
京
都
や
鎌
倉
に
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ

で
「
訴
訟
の
た
め
の
旅
」
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
訴
訟
が
長
引
き
、
鎌
倉
や
京

都
へ
の
滞
在
が
数
か
月
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
狂
言
入
間
川
に
登
場
す
る
東
国
の

「
大
名
」
は
、
そ
の
訴
訟
に
勝
ち
、
自
分
の
所

領
が
安
堵
さ
れ
、
新
し
い
領
地
も
得
て
、
喜
び

あ
ふ
れ
て
国
元
に
帰
る
途
次
と
い
う
設
定
で

す
。
京
か
ら
東
下
り
の
旅
は
、
昔
は
大
変
長
い

道
程
で
し
た
が
、
よ
う
や
く
箱
根
の
山
を
越
え

る
と
広
大
な
武
蔵
野
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
武
蔵
野
を
ぬ
け
る
と
こ
ろ
に
入
間
川

が
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
ま
し
た
。
入
間
川
に

は
当
時
は
橋
が
な
く
浅
瀬
を
探
っ
て
歩
い
て

渡
っ
た
も
の
で
、
旅
人
は
ど
こ
が
渡
り
や
す
い

か
地
元
の
人
々
に
尋
ね
た
も
の
で
す
。 

狂
言
入
間
川
は
そ
の
地
元
の
人
と
大
名
と

の
や
り
と
り
か
ら
物
語
が
始
ま
る
の
で
す
。 

●
逆
言
葉
（
さ
か
さ
こ
と
ば
）
と
は 

狂
言
入
間
川
の
中
で
、
そ
の
物
語
の
主
題
に

な
る
の
が
「
入
間
様
（
い
る
ま
よ
う
）」
と
か

「
逆
言
葉
（
さ
か
さ
こ
と
ば
）」
と
呼
ば
れ
る

地
方
の
独
自
言
葉
で
、
例
え
ば
有
る
も
の
を
無

い
、
川
の
深
い
と
こ
ろ
を
浅
い
、
上
を
下
な
ど
、

本
来
の
姿
と
は
逆
に
表
現
す
る
こ
と
を
指
し

ま
す
。 

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
歴
史
学
者
の
間

に
も
当
時
入
間
地
方
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い

１７ 

中
世
狭
山
の
伝
承
か
ら 

狂
言
入
間
川
の
「
逆
（
さ
か
さ
）

言
葉
」 

花

形 

直

平 


