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こ
の
た
び
大
阪
・
大
槻
能
楽
堂
の
理
事
長
で
あ
る
観
世
流
シ
テ
方
・
大
槻
文
藏
氏

の
依
頼
に
よ
り
、
能
〈
千
手
〉
の
演
出
・
再
構
成
を
試
み
た
。
同
能
楽
堂
の
通
年
企

画
た
る
『
平
家
物
語
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
で
あ
る
。
番
外
曲
の
復
興
を
含
め
、
古
典

の
能
作
品
を
こ
う
し
た
か
た
ち
で
再
生
す
る
の
は
、
独
力
と
し
て
は
今
回
で
五
作
目

と
な
る
。

　

こ
の
種
の
作
業
に
臨
む
際
の
基
本
的
な
私
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
現
在
の
、
と
い

う
こ
と
は
江
戸
式
楽
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
能
の
様
式
性
に
則
っ
て
、
現
行
曲
に
準

ず
る
完
成
度
を
目
指
す
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
同
時
に
、
演
技
・
演
出
の
技
法

は
外
部
か
ら
移
入
し
た
り
安
易
に
創
作
し
た
り
せ
ず
、
す
べ
て
能
の
既
存
要
素
を
用

い
て
舞
台
を
構
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
歌
舞
伎
や
他
の
邦
楽
な

ど
能
よ
り
時
代
の
下
る
諸
藝
能
の
技
法
の
逆
輸
入
は
、
厳
と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
た

い
。

　

能
に
限
ら
ず
、
い
や
し
く
も
古
典
た
る
も
の
、
も
と
も
と
個
々
の
具
え
る
様
式
性

を
信
用
せ
ず
し
て
再
生
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、「
様
式
と
は
い

か
な
る
も
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
議
論
は
あ
っ
て
も
良
い
が
、
古
典
藝
能
・
古
典

藝
術
の
生
命
線
は
、
ひ
と
え
に
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
っ
て
立
つ
様
式
性
に
存
す
る
。

　

と
は
い
え
、
新
作
、
あ
る
い
は
現
代
的
視
点
に
立
つ
ま
っ
た
く
の
再
創
造
と
い
う

こ
と
な
ら
ば
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
タ
ブ
ー
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
制
作

者
の
個
性
に
よ
る
そ
の
成
果
が
観
客
や
評
者
に
よ
っ
て
応
分
に
評
価
・
判
定
さ
れ
る

の
が
自
然
な
す
が
た
で
あ
る
。

　

私
に
と
っ
て
の
演
出
・
再
構
成
は
、
こ
う
し
た
「
個
性
」
の
発
露
の
場
で
は
な
い
。

い
わ
ば
、
古
美
術
品
の
補
修
・
復
元
に
も
似
た
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、

能
作
品
が
も
と
も
と
具
え
た
そ
の
様
式
性
に
則
っ
て
新
た
な
現
代
的
価
値
を
示
す
手

助
け
を
す
る
の
が
す
べ
て
の
目
的
で
あ
る
。
今
回
の
演
出
・
再
構
成
作
業
も
こ
の
よ

う
に
一
貫
し
た
私
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
以
上
ち
ょ
っ
と
確
認
し

て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

金
春
禅
竹
の
作
と
見
な
し
得
る
〈
千
手
〉
は
名
曲
だ
が
、
普
通
に
上
演
す
る
と
全

曲
一
時
間
半
。
他
に
も
っ
と
長
大
な
能
は
あ
る
と
は
い
え
、
中
入
の
な
い
一
場
物
の

現
在
能
で
内
容
も
陰
気
、
二
段
三
節
構
成
の
長
い
﹇
ク
セ
﹈
に
加
え
て
《
大
小
序
之

舞
》
が
伴
う
点
、
体
感
時
間
が
異
常
に
長
い
能
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
敬
遠

さ
れ
易
く
、
名
演
が
あ
ま
り
目
に
で
き
な
い
。

　

シ
テ
方
五
流
儀
す
べ
て
の
現
行
曲
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
観
世
流
の
み
、
江
戸

時
代
中
期
に
考
案
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
流
儀
独
自
の
小
書
（
特
殊
演
出
）「
郢え
い

曲き
よ
く

之

舞
」
を
有
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
こ
れ
は
、
Ａ
・
千
手
の
出
の
謡
﹇
次
第
・
サ

シ
・
下
歌
・
上
歌
﹈
を
す
べ
て
省
き
、
Ｂ
・
地
謡
﹇
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
﹈
を
抜
き
、

Ｃ
・《
大
小
序
之
舞
》
を
《
大
小
中
之
舞
》
に
換
え
る
演
式
で
あ
る
。
大
鉈
を
揮
う

か
た
ち
で
、
詞
章
の
分
量
は
大
幅
に
短
く
な
る
た
め
、
観
世
流
の
〈
千
手
〉
と
い
え

ば
「
郢
曲
之
舞
」
の
ほ
う
が
常
の
型
よ
り
も
上
演
頻
度
が
高
い
。
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た
だ
、
観
世
元
章
の
考
案
と
推
量
さ
れ
て
い
る
こ
の
小
書
は
、
頻
演
さ
れ
る
割
に
、

「
こ
れ
」
と
い
う
伝
承
上
の
決
定
型
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
演
出
が
整
理

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
解
釈
の
方
向
が
明
確
で
な
い
か
ら
、
演
者
の
気
分
は
常
の

〈
千
手
〉
に
引
き
ず
ら
れ
て
さ
ほ
ど
区
別
も
な
く
冗
漫
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
能
の
劇
性
の
中
枢
で
あ
る
﹇
ク
セ
﹈
を
抜
く
の
は
い
か
に
も
時
間
短
縮
の

便
法
で
単
純
に
過
ぎ
て
、
私
は
こ
の
「
郢
曲
之
舞
」
を
あ
ま
り
高
く
評
価
し
て
い
な
い
。

　

今
回
は
、
冒
頭
に
梅
原
猛
氏
の
講
演
が
付
き
、〈
千
手
〉
の
あ
と
に
観
世
元
雅
の

〈
重
衡
〉
の
上
演
を
伴
う
、
か
な
り
盛
り
沢
山
の
内
容
で
あ
る
。
つ
い
て
は
〈
千
手
〉

の
上
演
時
間
を
少
し
短
縮
し
た
い
、
け
れ
ど
も
「
郢
曲
之
舞
」
で
は
な
い
意
味
の
あ

る
も
の
を
別
に
作
り
た
い
、
と
の
大
槻
氏
の
意
向
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、「
時

間
短
縮
の
便
法
」
と
い
う
側
面
を
残
し
つ
つ
、「
郢
曲
之
舞
」
と
は
内
容
を
一
新
し

よ
う
と
い
う
の
が
作
業
の
出
発
点
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
た
び
の
演
出
・
再
構
成
は
部
分
的
に
「
郢
曲
之
舞
」
と
類
似
す
る

も
の
の
、
本
質
的
に
は
異
な
る
。
詞
章
の
整
理
だ
け
で
な
く
、
何
ヶ
所
か
型
も
新
案

し
た
が
、
こ
の
能
の
劇
的
意
図
と
抵
触
し
な
い
限
り
交
通
整
理
的
な
調
整
は
せ
ず
、

原
則
と
し
て
既
存
の
型
は
活
か
し
た
。
今
回
は
特
別
の
趣
向
で
シ
テ
方
異
流
競
演
の

形
式
（
地
謡
は
観
世
流
）
を
踏
ん
だ
。
喜
多
流
・
塩
津
哲
生
氏
の
千
手
、
観
世
流
・

大
槻
文
藏
氏
の
重
衡
、
各
々
の
流
儀
の
特
性
を
活
か
し
、
能
〈
千
手
〉
の
魅
力
の
源

泉
で
あ
る
「
静
か
な
心
の
ド
ラ
マ
」
の
充
実
を
目
標
と
し
た
。

　

詞
章
全
文
は
後
掲
す
る
こ
と
と
し
て
、
以
下
、
今
回
の
演
出
面
で
の
覚
え
書
き
を

順
に
列
記
し
て
お
く
。

①
能
の
冒
頭
、
ワ
キ
・
狩
野
之
介
宗
茂
が
舞
台
に
登
場
す
る
と
、
常
は
続
い
て
﹇
次

第
﹈
の
囃
子
と
な
り
、
千
手
が
出
て
﹇
次
第
・
サ
シ
・
下
歌
・
上
歌
﹈
を
謡
う
。
今

回
は
こ
の
﹇
次
第
﹈
〜
﹇
上
歌
﹈
を
省
略
し
た
。
ま
た
、
常
の
型
で
あ
れ
ば
千
手
が

﹇
次
第
・
サ
シ
・
下
歌
・
上
歌
﹈
を
謡
い
終
え
て
か
ら
続
く
重
衡
の
﹇
サ
シ
﹈「
身
は

こ
れ
槿
花
一
日
の
榮
」
以
下
を
ワ
キ
の
出
の
直
後
に
す
ぐ
謡
い
、
そ
の
間
に
千
手
が

幕
か
ら
出
る
手
順
に
し
た
。
以
上
は
「
郢
曲
之
舞
」
と
同
じ
処
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、

千
手
が
橋
掛
リ
一
ノ
松
で
立
ち
止
ま
り
、
舞
台
の
重
衡
の
つ
ぶ
や
き
に
気
づ
い
て
耳

を
澄
ま
し
、
面
を
ク
モ
ラ
せ
て
こ
れ
を
深
く
心
に
留
め
る
演
技
を
加
え
た
点
は
「
郢

曲
之
舞
」
に
は
な
い
今
回
の
新
工
夫
で
あ
る
。

②
源
頼
朝
に
願
っ
た
も
の
の
出
家
の
許
し
を
得
ら
れ
な
い
と
知
っ
た
重
衡
の
悲
哀
の

吐
露
（﹇
問
答
﹈
の
う
ち
「
口
惜
し
や
わ
れ
一
の
谷
に
て
い
か
に
も
な
る
べ
き
身
の

生
け
捕
ら
れ
」
以
下
）
は
「
前
業
よ
り
な
ほ
恥
か
し
う
こ
そ
候
へ
」
で
切
り
、
以
下

に
続
く
千
手
と
の
や
り
と
り
と
地
謡
﹇
下
歌
﹈
を
省
略
。
こ
れ
は
「
前
業
よ
り
な
ほ

恥
か
し
う
こ
そ
候
へ
」
ま
で
で
充
分
の
こ
と
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
と
判
断
し
た
た

め
の
処
理
で
あ
り
、
冗
漫
な
愁
嘆
を
切
り
詰
め
て
劇
展
開
を
迅
速
に
す
る
意
図
で
あ

る
。
こ
こ
で
扇
を
酒
器
に
見
立
て
た
ワ
キ
が
立
ち
、「
今
日
の
雨
中
の
夕
べ
の
空
」

と
謡
い
掛
け
（
ワ
キ
の
定
型
）、
自
然
と
酒
宴
の
場
に
転
ず
る
。
以
上
は
「
郢
曲
之

舞
」
と
は
無
関
係
な
今
回
の
新
案
。

③
能
〈
千
手
〉
の
眼
目
は
、﹇
詠
﹈
に
当
た
る
千
手
の
朗
詠
で
あ
る
。
常
の
如
く
囃

子
が
打
ち
止
め
た
静
寂
の
中
、「
羅
綺
の
重
衣
た
る
。
情
無
き
こ
と
を
機
婦
に
妬
む
」

と
、
千
手
は
高
音
で
謡
い
上
げ
る
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
句
は
、
死
後
「
北
野
の
天
神
」
と
し
て
畏

怖
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
作
と
信
じ
ら
れ
た
。『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

後
世
そ
の
た
め
、
艶
や
か
な
内
容
と
は
無
関
係
に
、「
こ
の
詩
を
詠
ぜ
ば
聞
く
人
ま

で
も
守
る
べ
し
と
の
御
誓
ひ
な
り
」
と
の
伝
説
が
生
じ
た
。
朗
詠
の
別
称
が
「
郢

曲
」
で
あ
る
。
既
存
小
書
名
「
郢
曲
之
舞
」
も
、
や
は
り
こ
の
部
分
を
一
曲
の
眼
目

と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
命
名
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
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千
手
は
安
倍
川
西
岸
・
手
越
の
宿
の
長
の
娘
で
あ
る
。
同
じ
く
能
で
名
高
い
熊
野

（
湯
谷
）
が
天
龍
川
畔
・
池
田
の
宿
の
長
で
あ
る
の
と
好
一
対
。
二
人
と
も
「
長
＝

宿
場
の
遊
女
の
統
括
者
」
た
る
出
自
を
反
映
し
、
歌
舞
音
曲
や
詩
歌
な
ど
社
交
教
養

に
精
通
し
て
い
る
。

　

院
政
期
以
来
、
各
地
の
遊
女
た
ち
は
都
の
権
力
者
と
親
し
く
交
わ
っ
て
高
い
品
性

を
具
え
、
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
。
朗
詠
に
関
わ
る
知
識
も
充
分

だ
っ
た
に
相
違
な
い
千
手
が
、
刑
死
の
危
機
を
目
前
と
し
た
重
衡
の
無
事
を
祈
っ
て
、

こ
こ
で
特
に
こ
の
詩
句
を
選
ん
で
歌
う
意
図
は
明
白
で
あ
る
。

　

重
衡
は
そ
の
意
図
に
気
付
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
「
忝
く
も
北
野

の
御
作
」
で
あ
る
。
常
の
型
だ
と
た
だ
千
手
が
独
吟
し
て
い
る
だ
け
で
舞
台
面
に
変

化
は
な
く
、
朗
詠
の
最
中
も
重
衡
は
床
几
に
掛
か
っ
た
ま
ま
平
然
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
で
は
天
神
に
対
し
て
不
敬
に
当
た
る
ば
か
り
か
、
重
衡
自
身
が
千
手
の
芳
心
を

理
解
し
て
い
な
い
朴
念
仁
に
見
え
、
私
は
こ
れ
ま
で
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。

　

今
回
は
、
千
手
の
朗
詠
が
始
ま
る
と
す
ぐ
、
重
衡
は
心
づ
い
て
床
几
を
下
り
舞
台

に
膝
を
つ
き
、
頭
を
下
げ
て
謹
聴
の
姿
勢
を
取
っ
た
。
続
く
「
只
今
詠
じ
給
ふ
朗
詠

は
」
で
は
舞
台
正
面
に
天
神
を
敬
う
心
で
、
千
手
・
重
衡
・
宗
茂
そ
れ
ぞ
れ
合
掌
の

型
を
加
え
た
。
三
人
も
ろ
と
も
に
目
に
見
え
ぬ
天
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
重
衡
の
行
く

末
を
祈
る
心
の
表
現
で
あ
る
。
実
際
に
見
て
い
て
こ
の
場
の
感
動
は
静
か
に
深
く
、

成
功
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
「
郢
曲
之
舞
」
で
は
﹇
ク
セ
﹈
を
抜
く
が
、
藝
能
史
的
に
曲
舞
こ
そ
遊
女
・
白
拍

子
の
藝
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
省
い
た
ら
千
手
の
性
格
が

き
わ
め
て
曖
昧
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。
今
回
は
﹇
ク
セ
﹈
は
省
か
ず
、
常
の
と
お

り
舞
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
代
わ
り
﹇
ク
セ
﹈
に
先
立
つ
﹇
ク
リ
・
サ
シ
﹈
は
省
略

し
て
、
地
謡
「
朗
詠
し
て
ぞ
。
奏
で
け
る
」
か
ら
直
接
﹇
ク
セ
﹈
に
繫
げ
た
。

　

細
か
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
少
し
問
題
が
あ
る
に
は
あ
る
。
ど
ん
な
能
で
も
﹇
ク

セ
﹈
は
下
音
以
下
か
ら
始
ま
る
約
束
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
直
前
は
こ
れ
に

吊
り
合
う
低
い
音
で
収
め
る
必
要
が
あ
る
。
が
、「
朗
詠
し
て
ぞ
。
奏
で
け
る
」
は

上
音
で
謡
い
収
め
る
句
で
あ
り
、
常
の
ま
ま
で
は
こ
こ
に
音
程
差
が
生
ず
る
。
よ
っ

て
今
回
は
「
朗
詠
し
て
ぞ
。
奏
で
け
る
」
の
短
い
詩
句
の
間
に
上
音
か
ら
下
音
に
降

下
す
る
節
を
工
夫
し
﹇
ク
セ
﹈
に
接
続
し
た
。
実
際
に
聴
け
ば
ま
ず
ま
ず
自
然
な
流

れ
で
は
あ
っ
た
が
、
常
の
能
で
は
採
ら
な
い
処
理
だ
っ
た
た
め
、
少
し
後
考
を
期
す

必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
﹇
ク
セ
﹈
は
、
西
海
で
生
け
捕
ら
れ
た
重
衡
が
、
奈
良
を
経
て

鎌
倉
に
護
送
さ
れ
た
道
中
を
謡
う
も
の
で
あ
る
。「
重
衡
の
過
去
を
千
手
が
舞
う
の

は
変
だ
」
と
し
て
こ
の
﹇
ク
セ
﹈
を
退
け
る
意
見
が
あ
る
が
、
私
は
賛
同
し
な
い
。

千
手
は
た
だ
藝
人
と
し
て
の
勤
め
を
果
た
す
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
重
衡
の
心
に
寄

り
添
い
、
そ
の
人
生
の
全
う
を
願
う
誠
意
を
尽
く
し
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
の
朗
詠

の
場
で
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
重
衡
の
た
ど
っ
た
生
の
軌
跡
を
千
手
も
同
じ

く
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
観
客
も
ろ
と
も
重
衡
の
人
生
の
重
み
を
分
か
ち
合
う
実

感
」
が
こ
の
﹇
ク
セ
﹈
の
意
義
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
も
、「
こ
の
能
か
ら
﹇
ク

セ
﹈
を
抜
い
た
ら
ド
ラ
マ
が
成
立
し
な
い
」
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。

⑤
﹇
ク
セ
﹈
に
続
い
て
太
鼓
の
入
ら
な
い
《
序
之
舞
》。「
郢
曲
之
舞
」
で
は
こ
れ
を

《
中
之
舞
》
に
換
え
て
位
取
り
を
軽
く
す
る
約
束
で
あ
る
。〈
熊
野
〉
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
《
中
之
舞
》
に
は
酒
宴
の
舞
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
の
で
〈
千
手
〉
に
こ
れ

を
援
用
し
て
も
劇
的
に
誤
り
で
は
な
い
が
、《
中
之
舞
》
の
軽
快
な
調
子
は
、
重
衡

の
刑
死
を
目
前
と
し
た
〈
千
手
〉
に
ど
う
し
て
も
合
わ
な
い
。

　
﹇
ク
セ
﹈
と
同
様
、
そ
も
そ
も
《
序
之
舞
》
は
一
面
で
遊
女
の
舞
う
舞
と
し
て
の

性
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
眼
目
は
、
一
定
の
曲
節
に
合
わ
せ
て
拍
子
を
踏
む
な
ど

の
足
づ
か
い
を
見
せ
る
冒
頭
の
「
序
」
の
部
分
に
あ
る
。
今
回
は
、〈
道
成
寺
〉
の

《
亂
拍
子
》（
こ
れ
も
白
拍
子
の
舞
藝
）
に
通
ず
る
「
足
づ
か
い
の
藝
」
た
る
「
序
」
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を
し
っ
か
り
見
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
こ
の
「
序
」、
現
在
で
は
常
は
三
ツ
（
三

節
）
に
省
略
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
今
回
は
正
式
に
五
ツ
（
四
節
）
丁
寧
に
踏
ん
で
際
立

た
せ
、《
序
之
舞
》
の
《
序
之
舞
》
た
る
ゆ
え
ん
が
こ
の
「
序
」
に
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
（
実
際
に
は
一
節
増
え
る
だ
け
な
の
だ
が
、
静
謐
な
こ
の
部
分
で
の
添
加
に

は
、
あ
る
「
意
味
」
が
感
じ
ら
れ
る
）。

　

今
回
は
、
笛
方
・
藤
田
六
郎
兵
衛
氏
の
発
案
で
、「
序
」
の
直
後
に
続
け
、
一
ク

サ
リ
（
八
拍
）
の
特
殊
な
笛
の
手
を
挿
入
し
た
。
藤
田
流
に
伝
わ
る
。〈
定
家
〉〈
二

人
靜
〉
専
用
の
習
イ
の
手
と
い
う
こ
と
だ
が
、
常
の
《
序
之
舞
》
の
譜
に
移
行
す
る

前
に
特
色
あ
る
音
色
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
能
一
番
が
特
別
な
ド
ラ
マ

を
有
す
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
効
果
が
加
わ
っ
た
藤
田
氏
の
吹
奏
も
技
巧
・

気
品
と
も
に
充
分
の
音
色
で
あ
り
、
こ
こ
で
佇
立
す
る
塩
津
氏
の
姿
も
ま
た
立
派
な

も
の
だ
っ
た
。
画
龍
点
睛
の
工
夫
と
い
え
よ
う
。

　
《
序
之
舞
》
そ
の
も
の
の
寸
法
は
ぐ
っ
と
短
く
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
序
」
が
済
ん

で
「
カ
カ
リ
の
段
」
に
入
り
舞
台
を
一
周
し
て
扇
を
広
げ
る
。
こ
こ
か
ら
「
初
段
」

と
な
る
と
、
そ
の
ま
ま
右
に
取
っ
て
橋
掛
リ
に
流
れ
、
囃
子
の
拍
子
を
崩
す
。
老
女

物
だ
と
「
休
息
」
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。

　

Ａ
・
こ
こ
で
ま
ず
千
手
は
舞
台
の
重
衡
を
見
込
み
思
い
入
れ
（
一
ク
サ
リ
）
↓

Ｂ
・
次
に
右
に
外
し
身
を
背
け
て
左
手
で
シ
オ
リ
＝
同
情
の
涙
を
流
し
、
重
衡
は
気

づ
い
て
一
ノ
松
の
千
手
を
見
や
り
（
二
ク
サ
リ
）
↓
Ｃ
・
千
手
が
気
を
取
り
直
す
と

笛
の
調
子
が
上
が
り
（
三
ク
サ
リ
＝
囃
子
の
拍
子
が
元
に
戻
り
、
短
い
な
が
ら
こ
こ

か
ら
《
盤
渉
序
之
舞
》）、
千
手
は
そ
の
ま
ま
舞
台
に
戻
っ
て
舞
い
上
げ
た
。
以
上
、

囃
子
の
三
ク
サ
リ
の
間
に
濃
密
な
演
技
を
盛
り
込
ん
だ
体
裁
。「
郢
曲
之
舞
」
で
も

こ
れ
に
類
似
の
型
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り

今
回
の
新
工
夫
で
あ
る
。

　
《
序
之
舞
》
だ
け
で
所
要
時
間
七
分
ほ
ど
。
常
よ
り
五
分
は
短
く
済
ん
だ
か
た
ち

で
あ
る
。
ち
な
み
に
桃
山
時
代
以
降
の
囃
子
伝
書
で
、
盤
渉
は
「
水
の
調
子
」
と
言

わ
れ
た
。
今
回
は
、
千
手
の
流
す
涙
が
こ
の
盤
渉
の
調
子
を
呼
び
寄
せ
た
と
趣
向
に

し
た
わ
け
で
あ
る
。
笛
の
調
子
が
上
が
る
こ
と
に
よ
り
、
曇
り
空
か
ら
一
瞬
、
サ
ッ

と
光
が
差
す
よ
う
に
能
の
気
分
が
変
わ
っ
た
の
は
成
功
の
証
と
言
え
よ
う
。

⑥
《
序
之
舞
》
の
あ
と
は
千
手
と
重
衡
の
合
奏
。
開
い
た
扇
を
左
手
に
抱
え
持
つ
の

は
奏
楽
の
定
型
で
あ
る
。
観
世
流
と
喜
多
流
と
で
は
身
体
の
向
き
な
ど
微
妙
に
異
な

る
が
、
互
い
の
思
い
や
り
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
表
わ
す
よ
う
で
効
果
的
な
の
で
、
見

る
べ
き
と
こ
ろ
で
互
い
の
顔
を
ジ
ッ
と
見
つ
め
合
う
以
外
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
の
型

に
拠
っ
た
。

　
「
琴
を
枕
の
短
夜
の
假
寢
」
と
謡
わ
れ
る
と
お
り
、
二
人
の
合
奏
は
同
衾
の
暗
示

で
あ
る
。
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
下
品
に
も
見
え
か
ね
ず
、
そ
れ
は
避
け
た
い
。
た

だ
何
も
せ
ず
、
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
に
賭
け
た
。

　

こ
の
場
の
重
衡
は
、
時
と
し
て
勤
行
用
の
掛
絡
（
小
袈
裟
）
を
首
か
ら
掛
け
る
こ

と
が
あ
る
。
男
女
の
共
寝
を
暗
示
す
る
場
に
、
こ
の
姿
で
は
憚
り
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

今
回
は
掛
絡
を
用
い
な
い
こ
と
に
し
た
。
頼
朝
か
ら
出
家
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
が

重
衡
の
現
状
ゆ
え
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
掛
絡
を
掛
け
な
い
＝
掛
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
う
が
、
重
衡
の
無
念
を
表
現
も
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、
重
衡
の
扮
装
は
常
は
大
口
。「
郢
曲
之
舞
」
の
時
は
格
を
上
げ
て
貴

人
常
用
の
指
貫
を
は
く
こ
と
が
多
い
。
今
回
は
大
口
に
し
た
。〈
盛
久
〉
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、「
大
口
＋
モ
ギ
ド
ウ
（
上
着
を
着
な
い
こ
と
）
＝
囚
人
の
扮
装
」
と

能
で
は
決
ま
っ
て
い
る
、
そ
の
定
型
を
敢
え
て
踏
ん
だ
の
で
あ
る
。

⑦
最
後
、
重
衡
は
立
ち
上
が
り
、
宗
茂
の
あ
と
か
ら
護
送
さ
れ
る
態
で
歩
む
。
地
謡

「
引
き
離
る
ゝ
袖
と
袖
と
の
露
涙
」
で
、
観
世
流
に
も
喜
多
流
に
も
、
二
人
が
行
き

違
い
な
が
ら
片
袖
を
触
れ
合
わ
す
型
が
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
の
「
当
て
振

り
」
で
具
体
性
が
強
過
ぎ
、
演
技
の
た
め
の
演
技
に
堕
し
が
ち
な
の
で
、
今
回
は
避
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能
〈
千
手　

重
衣
之
舞
〉
の
演
出
・
再
構
成　
　
　

田
村
良
平
（
村
上　

湛
）

け
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
視
線
の
や
り
取
り
は
厳
格
に
指
定
し
た
。「
何
な
か
な

か
の
憂
き
契
り
」
と
、
ひ
と
と
き
千
手
を
見
つ
め
、
あ
と
は
振
り
向
き
も
せ
ず
去
る

重
衡
。
万
感
の
思
い
を
籠
め
て
重
衡
の
後
ろ
姿
か
ら
目
を
離
さ
ず
見
つ
め
見
送
る
千

手
。

　

千
手
が
舞
台
常
座
で
重
衡
を
見
送
っ
た
あ
と
、
千
手
は
左
に
取
り
（
正
面
よ
り
右

を
ウ
ケ
た
形
）、
耐
え
か
ね
て
泣
き
臥
す
心
で
左
手
で
シ
オ
リ
、
そ
の
ま
ま
膝
を
つ

い
て
上
体
を
ク
モ
ら
せ
て
終
曲
。
こ
れ
ら
の
型
も
新
案
で
あ
る
。

　

以
上
、
全
体
で
ほ
ぼ
一
時
間
。
常
の
〈
千
手
〉
よ
り
三
十
分
、「
郢
曲
之
舞
」
よ

り
十
五
分
は
短
く
済
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、
今
回
新
案
の
小
書
名
「
重
衣
之
舞
」
に
つ
い
て
。

　

能
の
最
後
、
地
謡
「
は
や
後
朝
に
引
き
離
る
ゝ
袖
と
袖
と
の
露
涙
」
と
あ
る
の
が
、

今
回
の
小
書
名
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
ま
い
」
の
命
名
由
来
で
あ
る
。

　

古
語
で
「
衣
」
は
「
き
ぬ
」
と
読
む
。
逢
瀬
の
翌
朝
を
示
す
「
後き
ぬ
ぎ
ぬ朝

」
の
語
源
は
、

別
離
を
前
に
互
い
に
男
と
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
下
着
の
衣
を
取
り
換
え
て
身
に
着
け
た

習
慣
に
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、「
衣
」
を
二
つ
「
重
」
ね
た
熟
語
「
重
衣
」
に

「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
の
当
て
読
み
を
用
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、
能
一
番
の
中
で
最

も
劇
的
に
眼
目
で
あ
る
と
し
た
朗
詠
の
中
の
詞
「（
羅
綺
の
）
重ち
よ

衣う
い

」
を
利
か
せ
、

演
出
の
意
図
を
暗
示
し
た
趣
向
で
あ
る
。

　

祈
り
を
籠
め
た
千
手
の
朗
詠
。
契
り
の
翌
朝
の
永
遠
の
別
離
。
こ
の
二
つ
を
能

〈
千
手
〉
の
ド
ラ
マ
の
焦
点
と
捉
え
た
演
出
が
、
今
回
の
新
案
「
重
衣
之
舞
」
な
の

で
あ
る
。

　

主
要
な
上
演
デ
ー
タ
を
付
し
、
以
下
、〈
千
手　

重
衣
之
舞
〉
の
全
詞
章
を
後
世

へ
の
記
録
の
た
め
掲
載
す
る
。
機
会
を
得
て
再
演
を
試
み
、
さ
ら
に
練
り
上
げ
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
曲
の
曲
名
お
よ
び
役
名
は
、
観
世
流
で
は
「
千
手
」、
喜
多
流
で
は

「
千
壽
」
と
表
記
す
る
。
今
回
は
観
世
流
・
大
槻
能
楽
堂
で
の
企
画
と
い
う
こ
と
で
、

「
千
手
」
に
統
一
し
た
。
ま
た
、
常
で
は
千
手
が
シ
テ
、
重
衡
は
ツ
レ
の
立
場
に
な

る
が
、「
郢
曲
之
舞
」
で
そ
う
す
る
よ
う
に
、
今
回
は
千
手
と
重
衡
は
互
角
の
両
ジ

テ
扱
い
と
し
た
。

　

 

　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
四
日
（
土
）
午
後
二
時
開
演

大
槻
能
楽
堂
自
主
公
演
〜
平
家
物
語
を
観
る
〜
「
戦
の
あ
わ
れ
！
」
を
語
る
（
十

八
）

能
〈
千
手　

重
衣
之
舞
〉

シ
テ
（
千
手
前
）　

塩
津
哲
生
（
喜
多
流
）

シ
テ
（
平
重
衡
）　

大
槻
文
藏
（
観
世
流
）

ワ
キ
（
狩
野
介
宗
茂
）　

宝
生
閑
（
下
懸
宝
生
流
）

笛　

藤
田
六
郎
兵
衛
（
藤
田
流
）
／
小
鼓　

成
田
達
志
（
幸
流
）
／
大
鼓　

河
村

総
一
郎
（
石
井
流
）

地
謡
（
観
世
流
）　

観
世
喜
正
（
地
頭
）・
齊
藤
信
隆
・
上
野
雄
三
・
山
本
正
人
・

長
山
耕
三
・
齊
藤
信
輔
・
水
田
雄
昭
・
山
田
薫

後
見　

狩
野
了
一
・
佐
々
木
多
門
（
以
上
喜
多
流
）

※
こ
の
日
は
冒
頭
に
梅
原
猛
氏
の
講
演
「〈
千
手
〉〈
重
衡
〉
〜
妖
な
る
愛
と
奈
良

坂
の
怪
」（
以
上
、
予
告
と
は
異
な
る
当
日
発
表
の
演
題
）
が
あ
り
、〈
千
手　

重

衣
之
舞
〉
の
後
で
能
〈
重
衡
〉（
シ
テ
・
大
槻
文
藏
）
が
併
演
さ
れ
た
。
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能
〈
千
手　

重
衣
之
舞
〉　

上
演
詞
章

※
原
則
と
し
て
以
下
の
現
行
詞
章
に
基
づ
い
て
い
る
。

 
千
手
＝
喜
多
流
／
重
衡
と
地
謡
＝
観
世
流
／
ワ
キ
＝
下
掛
宝
生
流

　
　
　
　
《
名
ノ
リ
笛
》

﹇
名
ノ
リ
﹈

ワ
キ
／
こ
れ
は
鎌
倉
殿
の
御
内
に
。
狩
野
介
宗
茂
に
て
候
。
さ
て
も
相
國
の
御
子
重

衡
の
卿
は
。
こ
の
た
び
一
の
谷
の
合
戰
に
生
け
捕
ら
れ
給
ひ
候
を
。
そ
れ
が
し
預
り

申
し
て
候
。
朝
敵
の
御
事
と
は
申
し
な
が
ら
。
頼
朝
い
た
は
し
く
思
し
召
さ
れ
。
よ

く
い
た
は
り
申
せ
と
の
御
事
に
て
。
昨
日
も
千
手
の
前
を
遣
は
さ
れ
て
候
。
か
の
千

手
の
前
と
申
す
は
。
手
越
の
長
が
女
に
て
候
が
。
優
に
や
さ
し
く
候
と
て
。
御
身
近

く
召
し
使
は
れ
候
を
遣
は
さ
れ
候
事
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
き
御
志
に
て
御
座
候
。

今
日
は
ま
た
雨
中
御
徒
然
。
酒
を
勸
め
申
さ
ば
や
と
存
じ
候
。

﹇
サ
シ
﹈

重
衡
／
身
は
こ
れ
槿
花
一
日
の
榮
。
命
は
蜉
蝣
の
定
め
な
き
に
似
た
り
。
心
は
蘇
武

が
胡
國
に
捕
は
れ
。
岩
窟
の
内
に
籠
め
ら
れ
て
。
君
邊
を
忘
れ
ぬ
志
。
そ
れ
は
衞
律

が
謀
に
て
。
敵
を
亡
ぼ
し
舊
里
に
歸
る
。
わ
れ
は
い
つ
と
な
く
敵
陣
に
籠
め
ら
れ
て
。

縲
絏
の
責
を
受
く
る
。
知
ら
ず
今
日
も
や
限
り
な
ら
ん
。
あ
ら
定
め
な
や
候
。

﹇
問
答
﹈

千
手
／
い
か
に
誰
か
御
入
り
候
。

ワ
キ
／
誰
に
て
わ
た
り
候
ぞ
。
や
。
千
手
の
前
の
御
參
り
に
て
候
。

千
手
／
參
り
た
る
よ
し
御
申
し
さ
む
ら
へ
。

ワ
キ
／
し
ば
ら
く
御
待
ち
候
へ
。
御
機
嫌
を
以
つ
て
申
さ
う
ず
る
に
て
候
。
い
か
に

申
し
上
げ
候
。
千
手
の
御
參
り
に
て
候
。

重
衡
／
た
ゞ
今
は
何
の
爲
に
て
候
ぞ
。
よ
し
よ
し
何
事
に
て
も
あ
れ
。
今
日
の
對
面

は
叶
ふ
ま
じ
き
と
申
し
候
へ
。

ワ
キ
／
畏
つ
て
候
。
い
か
に
申
し
候
。
御
參
り
の
由
申
し
て
候
へ
ば
。
何
と
思
し
召

し
候
や
ら
ん
。
今
日
の
御
對
面
は
叶
ふ
ま
じ
き
由
仰
せ
出
だ
さ
れ
て
候
。

千
手
／
こ
れ
は
思
ひ
の
外
な
る
仰
せ
か
な
。
こ
れ
も
私
に
非
ず
。
雨
の
中
を
慰
め
申

せ
と
の
。
頼
朝
よ
り
の
仰
せ
に
て
。
琵
琶
琴
持
た
せ
て
參
り
た
り
。
そ
の
由
心
得
て

御
申
し
さ
む
ら
へ
。

ワ
キ
／
御
諚
の
趣
申
し
て
候
へ
ば
。
こ
れ
も
私
に
あ
ら
ず
。
頼
朝
よ
り
の
御
諚
に
て
。

琵
琶
琴
持
た
せ
て
參
り
た
り
。
よ
し
よ
し
御
憚
り
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
。
た
ゞ
こ
な

た
へ
と
請
ず
れ
ば
。

千
手
／
そ
の
時
千
手
立
ち
寄
り
て
。

﹇
上
歌
﹈

地
謠
／
妻
戸
を
き
り
ゝ
と
押
し
開
く
。
御
簾
の
追
風
匂
ひ
來
る
。
花
の
都
人
に
。
恥

か
し
な
が
ら
見
み
え
ん
。
げ
に
や
東
の
果
し
ま
で
。
人
の
心
の
奧
深
き
。
そ
の
情
こ

そ
都
な
れ
。
花
の
春
紅
葉
の
秋
。
誰
が
思
ひ
出
と
な
り
ぬ
ら
ん
。

﹇
問
答
﹈

重
衡
／
い
か
に
千
手
の
前
。
昨
日
あ
か
ら
さ
ま
に
申
し
つ
る
出
家
の
御
暇
の
こ
と
聞

か
ま
ほ
し
う
こ
そ
候
へ
。

千
手
／
そ
の
由
申
し
て
候
へ
ば
。
御
身
は
朝
敵
の
御
事
な
る
を
。
た
ゞ
か
り
そ
め
に

預
か
り
申
し
な
が
ら
。
私
と
し
て
出
家
を
許
し
申
さ
ん
こ
と
。
思
ひ
も
寄
ら
ず
と
こ

そ
さ
む
ら
ひ
し
か
。
わ
ら
は
も
御
心
の
中
推
し
量
り
參
ら
せ
て
。
い
か
ほ
ど
細
々
と

申
し
參
ら
せ
て
こ
そ
さ
む
ら
へ
。
か
ひ
な
き
出
家
の
御
望
み
痛
は
し
う
こ
そ
候
へ
。

重
衡
／
口
惜
し
や
わ
れ
一
の
谷
に
て
い
か
に
も
な
る
べ
き
身
の
生
け
捕
ら
れ
。
今
は

東
の
果
て
ま
で
も
。
か
や
う
に
面
を
さ
ら
す
こ
と
。
前
世
の
報
い
と
言
ひ
な
が
ら
。

ま
た
思
は
ず
も
父
命
に
よ
り
。
佛
像
を
亡
ぼ
し
人
壽
を
斷
ち
し
。
現
當
の
罪
を
果
す
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能
〈
千
手　

重
衣
之
舞
〉
の
演
出
・
再
構
成　
　
　

田
村
良
平
（
村
上　

湛
）

こ
と
。
前
業
よ
り
な
ほ
恥
か
し
う
こ
そ
候
へ
。

﹇
掛
ケ
合
ヒ
﹈

ワ
キ
／
今
日
の
雨
中
の
夕
べ
の
空
。
御
徒
然
を
慰
め
ん
と
。
樽
を
抱
き
て
參
り
つ
ゝ

既
に
酒
宴
を
始
め
ん
と
す
。

千
手
／
千
手
も
こ
の
由
見
る
よ
り
も
。
御
酌
に
立
ち
重
衡
の
。
御
前
に
こ
そ
參
り
け

れ
。

重
衡
／
今
は
い
つ
し
か
憚
り
の
。
心
な
ら
ず
に
思
は
ず
も
。
手
ま
づ
遮
る
盃
の
。
心

一
つ
に
思
ふ
思
ひ
。

ワ
キ
／
そ
れ
そ
れ
い
か
に
何
に
て
も
。
御
肴
に
と
勸
む
れ
ば
。

千
手
／
そ
の
時
千
手
と
り
敢
へ
ず
。

﹇
詠
﹈

千
手
／
羅
綺
の
重
衣
た
る
。
情
な
き
こ
と
を
機
婦
に
妬
む
。

﹇
□
﹈

三
人
／
た
ゞ
今
詠
じ
給
ふ
朗
詠
は
。
忝
く
も
北
野
の
御
作
。
こ
の
詩
を
詠
ぜ
ば
聞
く

人
ま
で
も
。
守
る
べ
し
と
の
御
誓
ひ
な
り
。

重
衡
／
さ
り
な
が
ら
重
衡
は
今
生
の
望
み
な
し
。

三
人
／
た
ゞ
來
世
の
便
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
と
の
た
ま
へ
ば
。

千
手
／
わ
ら
は
仰
せ
を
承
り
。
十
惡
と
い
ふ
と
も
引
攝
す
と
。

地
謠
／
朗
詠
し
て
ぞ
。
奏
で
け
る
。

﹇
ク
セ
﹈

地
謠
／
今
は
梓
弓
。
よ
し
力
な
し
重
衡
も
。
退
か
ん
と
す
る
い
づ
方
も
。
網
を
置
き

た
る
如
く
に
て
。
遁
れ
か
ね
た
る
淀
鯉
の
。
生
け
捕
ら
れ
つ
ゝ
あ
り
て
憂
き
。
身
を

鱗
類
の
そ
の
ま
ゝ
に
。
沈
み
は
果
て
ず
し
て
。
名
を
こ
そ
流
せ
川
越
の
。
重
房
が
手

に
渡
り
心
の
ほ
か
の
都
入
り
。

千
手
／
げ
に
や
世
の
中
は
。

地
謠
／
定
め
な
き
か
な
神
無
月
。
時
雨
降
り
お
く
奈
良
坂
や
。
衆
徒
の
手
に
渡
り
な

ば
。
と
に
も
か
く
に
も
果
て
は
せ
で
。
ま
た
鎌
倉
に
渡
さ
る
ゝ
。
こ
ゝ
は
い
づ
く
ぞ

八
橋
の
。
雲
居
の
都
。
い
つ
か
ま
た
。
三
河
の
國
や
遠
江
。
足
柄
箱
根
う
ち
過
ぎ
て
。

明
け
も
や
す
ら
ん
星
月
夜
。
鎌
倉
山
に
入
り
し
か
ば
。
憂
き
限
り
ぞ
と
思
ひ
し
に
馴

る
れ
ば
こ
ゝ
も
忍
び
音
に
あ
は
れ
昔
を
思
ひ
妻
の
。
燈
火
暗
う
し
て
は
數
行
虞
氏
が

涙
の
。
雨
さ
へ
し
き
る
夜
の
空
。

千
手
／
四
面
に
楚
歌
の
聲
の
う
ち
。

地
謠
／
何
と
か
返
す
舞
の
袖
。
思
ひ
の
色
に
や
出
で
ぬ
ら
ん
涙
を
添
へ
て
廻
ら
す
も
。

雪
の
古
枝
の
枯
れ
て
だ
に
花
咲
く
。
千
手
の
袖
な
ら
ば
。
重
ね
て
い
ざ
や
返
さ
ん
。

﹇
□
﹈

地
謠
／
忘
れ
め
や
。

　
　
　
　
《
序
之
舞
》

﹇
ワ
カ
﹈

千
手
／
一
樹
の
蔭
や
一
河
の
水
。

地
謠
／
み
な
こ
れ
他
生
の
縁
と
い
ふ
。
白
拍
子
を
ぞ
謠
ひ
け
る
。

﹇
ノ
リ
地
﹈

重
衡
／
そ
の
時
重
衡
。
興
に
乘
じ
。

地
謠
／
そ
の
時
重
衡
興
に
乘
じ
。
琵
琶
を
引
き
寄
せ
彈
じ
給
へ
ば
ま
た
玉
琴
の
。
緒

合
は
せ
に
。

千
手
／
合
は
せ
て
聞
け
ば
。

地
謠
／
峯
の
松
風
通
ひ
來
に
け
り
。
琴
を
枕
の
短
夜
の
う
た
ゝ
寢
。
夢
も
ほ
ど
な
く
。

東
雲
も
ほ
の
ぼ
の
と
。
明
け
わ
た
る
空
の
。

﹇
□
﹈

千
手
／
あ
さ
ま
に
や
な
り
ぬ
べ
き
。

地
謠
／
あ
さ
ま
に
や
な
り
な
ん
と
。
酒
宴
を
や
め
給
ふ
御
心
の
内
ぞ
い
た
は
し
き
。
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﹇
歌
﹈

地
謠
／
か
く
て
重
衡
勅
に
よ
り
。
か
く
て
重
衡
勅
に
よ
り
。
ま
た
都
に
と
あ
り
し
か

ば
。
も
の
ゝ
ふ
守
護
し
出
で
給
へ
ば
。

千
手
／
千
手
も
泣
く
泣
く
立
ち
出
で
。

地
謠
／
何
な
か
な
か
の
憂
き
契
り
。
は
や
後
朝
に
。
引
き
離
る
ゝ
袖
と
袖
と
の
露
涙
。

げ
に
重
衡
の
あ
り
さ
ま
目
も
當
て
ら
れ
ぬ
。
氣
色
か
な
目
も
當
て
ら
れ
ぬ
氣
色
か
な
。
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