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三

苫

佳

子

能
『
三
井
寺
』
の
狂
気
と
悟
り

　
一
、『
三
井
寺
』
の
作
者

　

能
『
三
井
寺
』
は
、
わ
が
子
千せ
ん
み
つ満
の
行
方
を
探
す
母
（
シ
テ
）
が

三
井
寺
を
訪
れ
て
、
最
後
に
親
子
の
再
会
が
叶
う
と
い
う
作
品
で
あ

る
。
こ
の
『
三
井
寺
』
は
、今
日
で
は
作
者
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、

世
阿
弥
の
時
代
に
、
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
阿
弥
の

言
葉
を
息
子
の
元
能
が
聞
書
き
し
た
書
『
申
楽
談
儀
』（
注
１
）
の
第

十
八
条
に
、
三
郎
（
音
阿
弥
元
重
）
が
演
じ
た
「
鐘
の
能
」
に
つ
い

て
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
三
井
寺
』
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

近
ご
ろ
、
将
軍
家
御
前
に
て
、
人
〈
三
郎
也
〉
の
、
鐘
の
能
を

せ
し
に
、
南
向
き
な
る
に
、
鐘
を
右
の
方
に
置
く
。
左
鐘
に
撞
き

し
也
。
い
く
度
も
、
左
に
置
き
て
右
鐘
に
撞
く
べ
し
。

　

将
軍
の
御
前
で
三
郎
（
音
阿
弥
元
重
）
が
演
じ
た
「
鐘
の
能
」
に

つ
い
て
、
鐘
の
作
物
を
置
く
位
置
と
鐘
の
撞
き
方
を
批
判
し
、
望
ま

し
い
演
じ
方
を
指
示
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
舞
台
上
で

作
物
の
鐘
を
撞
く
演
技
が
あ
る
た
め
、「
鐘
の
能
」
は
『
三
井
寺
』

の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。『
申
楽
談
儀
』
が
世
阿
弥
の
発
言
を
集

め
た
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
鐘
の
能
に
つ
い
て
元
能
に
言
い
聞
か
せ
た

の
は
世
阿
弥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

室
町
後
期
の
作
者
付
け
『
能
本
作
者
註
文
』『
歌
謡
作
者
考
』『
自

家
伝
抄
』（
注
２
）
に
は
、『
三
井
寺
』
は
世
阿
弥
の
作
と
書
か
れ
て
い

る
。
か
つ
て
小
林
静
雄
氏
は
『
能
楽
史
研
究
』（
注
３
）
に
お
い
て
、『
能

本
作
者
註
文
』『
歌
謡
作
者
考
』『
自
家
伝
抄
』
の
三
書
が
一
致
し
て

世
阿
弥
の
作
だ
と
し
て
い
る
能
に
つ
い
て
は
「
世
阿
弥
の
作
と
み
て

よ
か
ろ
う
。」
と
判
断
さ
れ
た
。『
三
井
寺
』
は
こ
の
条
件
を
満
た
し

て
い
る
の
で
、
作
者
の
第
一
候
補
は
世
阿
弥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、佐
成
謙
太
郎
氏
に
よ
る
大
著『
謡
曲
大
観
』（
注
４
）
に
よ
れ
ば
、

『
能
本
作
者
註
文
』と
江
戸
中
期
の
作
者
付『
二
百
拾
番
謡
目
録
』（
注
５
）

の
二
つ
の
書
で
は
「
と
も
に
世
阿
弥
の
作
と
す
。」
と
の
み
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
、作
者
世
阿
弥
説
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
『
三
井
寺
』
の
作
者
は
世
阿
弥
と
せ
ず
作

者
不
詳
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
が
主
流
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
従
来
の

作
者
世
阿
弥
説
を
否
定
し
た
香
西
精
氏
の
見
解
が
認
め
ら
れ
る
。
香

西
氏
は
「
三
井
寺
―
作
者
と
本
説
―
」（
注
６
）
の
冒
頭
で
ま
ず
次
の
よ

う
に
反
論
す
る
。

　
「
三
井
寺
」
は
、「
能
本
作
者
註
文
」
以
来
、
世
阿
弥
の
作
で
通
っ

て
は
い
る
が
、
た
し
か
な
証
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

ま
た
、『
申
楽
談
儀
』
第
十
七
条
の
「
鐘
の
能
」
に
つ
い
て
は
、「
こ

の
能
が
世
阿
弥
の
生
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ

る
。」
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
香
西
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
の
「
鐘
の
能
」
が
観
世
座
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
三
十
才
の
当
時
ま
で
、
こ
の
座
で
修
行
し
て
来
た
天
才
元

重
が
、
そ
ん
な
ヘ
マ
を
し
出
か
す
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
書
き
卸
し

の
新
作
か
、
他
座
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
か
ら
取
り
入
れ
た
か
ど
ち
ら

に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
世
阿
弥
と
そ
の
一
座
の
手
が
け
た
こ
と

の
な
い
作
品
を
、
世
阿
弥
の
指
導
な
し
に
、
は
じ
め
て
上
演
し
た

も
の
だ
ろ
う
。

　

香
西
氏
の
見
解
で
は
、
も
と
も
と
観
世
座
に
は
な
か
っ
た
作
品
な

の
で
、
音
阿
弥
元
重
が
「
ヘ
マ
を
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う

だ
。
し
か
し
『
申
楽
談
儀
』
の
記
事
は
、
世
阿
弥
の
言
葉
を
聞
書
き

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
第
一
の
可
能
性
と
し
て
は
、
世

阿
弥
の
新
作
を
元
重
が
演
じ
た
時
に
、
そ
の
演
じ
方
が
世
阿
弥
の
意

図
と
は
違
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
世
阿
弥
が
述
べ
た
内
容

で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
香
西
氏
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
否
定
的
な
見
解
を

加
え
る
。
物
狂
能
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る『
三
井
寺
』に
つ
い
て「
作

品
そ
の
も
の
に
も
、
世
阿
弥
ら
し
く
な
い
ふ
し
が
多
い
。」
と
い
う

の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
世
阿
弥
ら
し
く
な
い
」
の
か
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
二
つ
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
の
理
由
は
、
狂
女
物
の
特
徴
と
し
て
「
物
思
ふ
気
色
を
本
意

に
あ
て
て
、
狂
う
所
を
花
に
あ
て
て
」
と
い
う
『
風
姿
花
伝
第
二
物

学
条
々
』
の
世
阿
弥
の
方
針
と
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

世
阿
弥
の
手
に
か
か
っ
た
狂
女
物
は
、
行
く
雲
、
散
る
花
に
興
じ

て
、
う
わ
べ
だ
け
は
ど
ん
な
に
浮
か
れ
て
い
て
も
、
裏
で
は
、「
尋

ね
る
人
」
へ
の
深
い
愛
執
が
、
手
綱
を
ゆ
る
め
る
こ
と
が
な
い
。

千
満
の
母
の
場
合
は
、
名
月
の
も
と
、
名
鐘
の
音
と
と
も
に
、
詩

興
に
乗
じ
て
は
て
し
な
く
あ
こ
が
れ
去
っ
た
ま
ま
、
失
わ
れ
た
子
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に
帰
る
こ
と
が
な
い
。表
裏
の
バ
ラ
ン
ス
が
完
全
に
破
れ
て
い
る
。

　

千
満
の
母
（
シ
テ
）
が
、
我
が
子
千
満
を
思
っ
て
常
に
心
乱
れ
た

状
態
に
あ
る
狂
女
の
は
ず
な
の
に
、「
尋
ね
る
人
」の
こ
と
を
忘
れ
て
、

名
月
と
三
井
寺
の
鐘
の
音
に
心
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
内
容
が
、
世
阿

弥
の
物
狂
い
と
は
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
理
由
は
、『
三
井
寺
』
の
構
成
が
「
世
阿
弥
の
主
張
と

食
い
ち
が
っ
て
い
る
。」
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

世
阿
弥
は
、
自
身
の
能
作
の
秘
訣
を
伝
え
る
『
三
道
』（
注
７
）
と
い

う
書
の
中
で
、「
放
下
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
物
狂
能
の
作
り
方

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
場
面
の

作
り
方
が
次
の
様
に
説
明
さ
れ
る
。

破
の
三
段
目
に
詰
め
所
の
急
風
を
書
き
て
、
入
り
端
の
段
を
ば
、

謡
ロ
ン
ギ
に
て
、
親
子
兄
弟
な
ど
の
会
ひ
場
な
ら
ば
、
少
し
泣
き

能
の
意
風
を
気
色
に
て
、
結
び
て
入
る
べ
し
。

　
「
破
の
三
段
目
」
と
い
う
の
は
、
世
阿
弥
の
台
本
構
成
の
方
針
で

あ
る
序
破
急
五
段
構
成
の
四
番
目
の
段
と
な
る
。
世
阿
弥
は
多
く
の

能
の
四
段
目
を
、曲
舞
と
呼
ば
れ
る
場
面
、す
な
わ
ち
今
日
で
は
〔
ク

リ
〕〔
サ
シ
〕〔
ク
セ
〕
と
呼
ば
れ
る
小
段
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
物
狂
能
の
場
合
は
、
世
阿
弥
が
「
詰
め
所
の
急
風
」
と
呼
ぶ

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
場
面
を
〔
ク
セ
〕
の
後
に
書
き
加
え
る
。

そ
し
て
最
後
の
五
段
目
の
「
入
り
端
」
つ
ま
り
退
場
の
場
面
は
、
再

会
が
叶
う
場
面
と
な
り
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
結
ば
れ
る
。
物
狂
能

の
五
段
構
成
を
、
世
阿
弥
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
三
井
寺
』
で
は
、
狂
女
が
鐘
を
撞
く
【
鐘
の
段
】
と

呼
ば
れ
る
名
場
面
が
「
破
の
二
段
目
」
つ
ま
り
全
体
と
し
て
は
三
段

目
に
あ
る
。
こ
こ
に
狂
女
が
「
諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
・
生
滅
滅
已
・

寂
滅
為
楽
」
と
涅
槃
経
を
唱
え
な
が
ら
鐘
を
撞
く
場
面
が
あ
り
、
能

の
中
で
一
番
の
見
せ
場
と
な
る
。
次
の
「
破
の
三
段
目
」
つ
ま
り
全

体
の
四
段
目
の
〔
ク
セ
〕
の
場
面
は
む
し
ろ
静
か
な
場
面
に
作
ら
れ

て
い
て
、
そ
の
後
に
は
何
も
場
面
が
作
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
香
西
氏
は
、「
詰
め
所
に
な
る
べ
き
ク
セ
は
大
半
が
居
グ

セ
と
い
っ
た
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
る
。」
と
し
て
、

さ
ら
に
次
の
様
に
述
べ
る
。

世
阿
弥
だ
っ
た
ら
、
ク
セ
と
「
鐘
の
段
」
の
順
序
を
入
れ
替
え
る

な
り
、
ク
セ
を
舞
グ
セ
に
し
て
、
あ
と
に
舞
事
を
加
え
る
な
り
し

て
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
物
狂
い
で
あ
る
こ
と
で
見
せ
場
が
作
ら
れ
る
、
と
い
う

世
阿
弥
の
物
狂
能
の
方
針
と
違
っ
て
い
て
物
狂
い
ら
し
く
み
え
な
い

と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
世
阿
弥
が
主
張
す
る
「
放
下
」
す
な
わ
ち

物
狂
能
の
場
面
構
成
と
は
山
場
の
作
り
方
が
違
っ
て
い
る
こ
と
。
以

上
の
二
点
か
ら
、『
三
井
寺
』
と
い
う
能
は
世
阿
弥
の
作
で
は
な
い
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と
す
る
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
世
阿
弥
自
身
が
伝
書
に

書
い
て
い
る
主
張
と
、
能
『
三
井
寺
』
の
内
容
が
違
っ
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
が
、
世
阿
弥
の
作
品
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
世
阿
弥
が
『
三
井
寺
』
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定

す
る
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　
二
、『
三
井
寺
』
の
場
面
構
成

　

ま
ず
最
初
に
、『
三
井
寺
』
の
場
面
構
成
か
ら
み
て
い
こ
う
。
実

は
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
世
阿
弥
の
狂
女
物
、
す
な
わ
ち
物
狂
能
の
場

面
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

　
『
三
道
』
の
「
放
下
」
す
な
わ
ち
物
狂
能
の
場
面
構
成
、
具
体
的

に
は
世
阿
弥
作
の
女
物
狂
能
『
桜
川
』
の
場
面
構
成
に
つ
い
て
は
、

世
阿
弥
の
序
破
急
五
段
構
成
の
模
範
と
さ
れ
る
脇
能
『
高
砂
』
と
の

比
較
に
よ
っ
て
検
討
し
た
（
注
８
）。
さ
ら
に
、『
桜
川
』
と
他
の
世
阿

弥
作
の
女
物
狂
能
『
水
無
月
祓
』『
柏
崎
』『
班
女
』『
花
筐
』『
百
万
』

に
つ
い
て
、女
物
狂
能
と
し
て
の
特
徴
を
比
較
検
討
し
て
い
る
（
注
９
）。

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
基
に
し
て
、
ま
ず
「
放
下
」
の
方
針
と
一
致
し

て
い
る
『
桜
川
』
の
場
面
構
成
を
次
に
示
し
て
お
く
。

　
　

発
　
端　
　
　
　
　

本
編
に
至
る
前
置
き
の
場
面
。
物
狂
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
な
る
経
緯
が
演
じ
ら
れ
る
。〈
Ｘ
〉

　
　

一
段
目
（
序
）　
　

ワ
キ
役
の
登
場
の
場
面

　
　

二
段
目
（
破
一
段
）
シ
テ
登
場
の
場
面　
　
　
　
　
〈
Ｙ
〉

　
　

三
段
目
（
破
二
段
）
問
答
中
心
の
場
面
で
始
ま
り
、
最
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
謡
（
合
唱
）
で
謡
い
上
げ
る
。

　
　

四
段
目
（
破
三
段
）
曲
舞
〔
ク
リ
〕〔
サ
シ
〕〔
ク
セ
〕
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
心
に
し
て
作
れ
ら
れ
た
場
面
〈
Ｚ
〉

　
　

五
段
目
（
急
）　
　

再
会
の
場
面
・
後
日
談
も
加
わ
る
。

　

本
稿
の
末
尾
に
は
、女
物
狂
能
の
場
面
構
成
を
比
較
す
る
た
め
に
、

『
桜
川
』『
花
筐
』『
三
井
寺
』の
各
段
の
小
段
構
成
を
対
照
さ
せ
た［
場

面
構
成
対
照
表
］
を
載
せ
た
。
詳
細
は
後
ほ
ど
述
べ
る
が
、『
花
筐
』

と
『
三
井
寺
』
は
基
本
的
に
発
端
の
場
面
に
加
え
て
五
段
の
場
面
で

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
『
桜
川
』
の
場
面
構
成
と
同
じ
形
に
作
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
ず
、
拙
稿
（
注
８
）
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
の
女
物
狂
能
の
特
徴
と

し
て
認
め
ら
れ
た
次
の
三
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

〈
Ｘ
〉
序
破
急
五
段
構
成
の
前
に
「
発
端
」
の
場
面
を
作
る
。

　

〈
Ｙ
〉
シ
テ
登
場
「
二
段
目
」
の
「
只
詞
ま
じ
り
の
サ
シ
謡
」

　

〈
Ｚ
〉
頂
点
と
な
る
山
場
（
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
）
の
位
置
が

　
　
　
　
　
『
桜
川
』
で
は
四
段
目
の
〔
ク
セ
〕
の
後
に
あ
る
。

　

世
阿
弥
の
女
物
狂
能
の
特
徴
〈
Ｘ
〉
は
一
般
に
は
前
場
と
呼
ば
れ
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て
い
て
、
能
の
シ
テ
・
主
人
公
は
一
旦
中
入
り
つ
ま
り
退
場
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
場
面
は
、
通
常
の
序
破
急
五
段
の
本
編
に
先
だ
っ

て
物
狂
い
に
な
っ
た
経
緯
が
描
か
れ
る
前
置
き
の
場
面
と
い
う
意
味

で
、
本
稿
で
は
「
発
端
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
世
阿
弥
作
の
女
物

狂
能
六
作
品
の
内
、『
百
万
』
以
外
の
五
作
品
に
こ
の
「
発
端
」〈
Ｘ
〉

が
作
ら
れ
て
い
た
。『
百
万
』
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
「
発
端
」
の

場
面
を
無
く
す
と
い
う
手
法
で
能
作
を
試
み
た
「
新
風
」
で
あ
っ
た

と
理
解
し
た（
注
９
）。
世
阿
弥
は〈
Ｘ
〉の
経
緯
を
描
く
場
面
に
つ
い
て
、

加
え
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
作
品
毎
に
考
慮
し
て
変
化
を

持
た
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
三
井
寺
』
に
も
こ
の
「
発
端
」〈
Ｘ
〉
の
場
面
が
あ
る
。
千
満
の

母
が
一
人
で
登
場
し
、
我
が
子
と
の
再
会
を
清
水
寺
で
祈
願
す
る
場

面
で
あ
る
。
そ
こ
で
霊
夢
を
蒙
り
、
そ
の
夢
占
に
よ
っ
て
三
井
寺
に

向
か
う
ま
で
の
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
世
阿
弥
の

女
物
狂
能
の
手
法
〈
Ｘ
〉
と
同
じ
発
想
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、『
三
井
寺
』
の
場
面
構
成
は
、
世
阿
弥
の
主
張
す
る
物
狂

能
の
場
面
構
成
と
違
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ

の
理
由
は
、〈
Ｚ
〉
の
位
置
の
違
い
に
あ
る
。

　
「
放
下
」
の
能
作
法
で
は
、「
詰
め
所
の
急
風
」
つ
ま
り
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
の
場
面
〈
Ｚ
〉
を
〔
ク
セ
〕
の
後
に
作
り
入
れ
る
と
い
う
方
針

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
世
阿
弥
の
女
物
狂
能
の
六
作
品
の
内
で
、
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
が
「
放
下
」
の
示
す
よ
う
に
〔
ク
セ
〕
の
後

に
作
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
桜
川
』『
水
無
月
祓
』『
班
女
』『
百
万
』

の
四
作
品
で
あ
り
、『
柏
崎
』
と
『
花
筐
』
の
二
曲
は
、「
破
の
二
段

目
」
つ
ま
り
全
体
と
し
て
は
三
段
目
の
最
後
に
〔
ク
ル
イ
〕
と
呼
ば

れ
る
小
段
が
作
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
が
一
曲
の
中
で
最
も
盛
り
上
が

る
場
面
に
作
ら
れ
て
い
た
（
注
９
）。
そ
し
て
四
段
目
の
〔
ク
セ
〕
は
、

見
せ
場
と
し
て
重
要
な
場
面
で
は
あ
る
が
、
激
し
く
シ
テ
が
高
揚
す

る
場
面
と
は
な
ら
な
い
上
に
、〔
ク
セ
〕
の
後
に
は
場
面
が
作
ら
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
展
開
は
〔
ク
ル
イ
〕
を
頂
点
と
し

て
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
。

　

世
阿
弥
の
物
狂
能
の
特
徴
の
〈
Ｚ
〉
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
能

が
「
放
下
」
に
示
し
た
手
法
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
が
作
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
桜
川
』の
よ
う
に
四
段
目
の〔
ク
セ
〕

の
後
に
作
ら
れ
る
形
と
、『
花
筐
』
の
よ
う
に
三
段
目
の
最
後
で
通

常
は
〔
初
同
〕
と
も
呼
ば
れ
る
地
謡
の
〔
上
歌
〕
の
場
面
に
作
ら
れ

る
形
と
の
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

香
西
氏
が
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
指
摘
す
る
『
三
井
寺
』
は
、

【
鐘
ノ
段
】
と
呼
ば
れ
る
〔
段
歌
〕
が
、「
破
の
二
段
目
」
つ
ま
り
全

体
と
し
て
は
三
段
目
の
最
後
に
山
場
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
『
柏
崎
』
の
〔
ク
ル
イ
〕
そ
し
て
『
花
筐
』
の
【
筐
ノ
段
】
と
呼

ば
れ
る
〔
ク
ル
イ
〕
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
と
な
る
。
こ
こ
で
場
面
が
最

も
盛
り
上
が
り
、
そ
の
後
の
〔
ク
セ
〕
は
見
ど
こ
ろ
で
は
あ
る
が
あ

く
ま
で
謡
い
舞
う
場
面
で
あ
り
、
し
か
も
〔
ク
セ
〕
の
後
に
場
面
は

作
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
三
井
寺
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

〈
Ｚ
〉
は
『
柏
崎
』『
花
筐
』
と
同
じ
く
三
段
目
に
作
ら
れ
て
い
る
。
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確
か
に
『
三
井
寺
』
の
山
場
の
作
り
方
は
『
桜
川
』
と
は
違
っ
て

い
る
と
し
て
も
、『
柏
崎
』『
花
筐
』
の
手
法
と
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
『
三
井
寺
』
の
展
開
が
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
が
世
阿
弥
で
あ
る
こ
と
を

否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
三
、
我
が
子
を
探
す
母
の
「は
か
り
こ
と

謀
の
物
狂
い
」

　

次
に
、
狂
女
物
す
な
わ
ち
女
物
狂
能
と
し
て
、『
三
井
寺
』
の
内

容
が
世
阿
弥
の
方
針
と
は
違
う
、
と
い
う
点
を
検
証
し
て
い
く
。

　
『
三
井
寺
』
の
シ
テ
、
千
満
の
母
の
物
狂
い
を
理
解
す
る
た
め
に
、

室
町
末
期
の
能
の
面
装
束
や
作
物
な
ど
が
具
体
的
に
記
録
さ
れ
た

「
舞
芸
六
輪
次
第
」（
注
10
）
の
『
三
井
寺
』
に
つ
い
て
の
記
事
を
参
考

に
し
て
み
よ
う
。本
文
に
つ
い
て
は『
謡
曲
狂
言
』に
掲
載
さ
れ
た『
花

傳
髄
脳
記
』「
舞
芸
六
輪
次
第
上
巻
之
次
第
」（
注
11
）
よ
り
引
用
す
る
。

一
、三
井
寺
。
前
、
常
の
女
。
小
袖
斗
、
し
ゅ
す
を
も
つ
。

後
、
物
く
る
ひ
。
小
袖
の
上
に
水
衣
、
た
ま
た
す
き
を
上
る
。
竹

の
つ
へ
を
持
、
笠
を
き
る
。
脇
、
僧
五
六
人
。
ち
こ
三
人
。
月
見

の
躰
也
。
此
物
く
る
ひ
ハ
、
眞
の
物
狂
に
は
あ
ら
す
。
清
水
の
む

さ
う
（
夢
想
）
に
よ
り
、
あ
ふ
み
の
國
三
井
寺
へ
参
。
彼
寺
ハ
女

人
い
ら
さ
る
寺
な
れ
ば
、
作
き
ゃ
う
き
し
て
て
ら
へ
入
也
。

作
物
は
、
正
面
よ
り
左
の
ふ
た
ひ
の
は
し
ニ
を
く
也
。い
づ
れ何も
、
方

角
に
、
作
物
の
を
き
所
不
定
也
。

　
「
舞
芸
六
輪
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
前
場
す
な
わ
ち
発
端
〈
Ｘ
〉
に

登
場
し
て
清
水
寺
に
参
詣
す
る
母
は
、「
し
ゅ
す（
数
珠
）」を
持
つ「
常

の
女
」で
あ
る
が
、中
入
り
後
は「
つ
へ（
杖
）」を
持
つ「
物
く
る
ひ
」

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
千
満
の
母
が
「
物
狂
い
」
の
人
物
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
母
は
「
眞ま
こ
との

物

狂
」で
は
な
い
と
す
る
。
清
水
寺
で
我
が
子
と
の
再
会
を
祈
願
し
て
、

夢
想
を
蒙
り
出
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
た
近
江
の
三
井
寺
は
「
女
人
い

ら
さ
る
寺
」
つ
ま
り
女
人
禁
制
の
寺
で
あ
っ
た
。
女
性
は
通
常
で
は

三
井
寺
に
入
れ
な
い
た
め
、
母
は
「
作
き
や
う
き
」
す
な
わ
ち
狂
気

を
装
っ
て
寺
に
侵
入
し
よ
う
と
企
て
る
の
で
あ
る
。

　
『
三
井
寺
』
が
、
室
町
末
期
に
は
「
は
か
り
ご
と
に
狂
う
物
狂
」

の
例
曲
と
さ
れ
た
こ
と
は
表
章
氏
（
注
12
）
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
京
観
世
五
軒
家
岩
井
派
の
大
西
一

門
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
謡
曲
秘
伝
書
』（
注
13
）
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
記
事
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

花
伝
書
に
曰　

賤
キ
狂
女　

幽
玄　

子
ヲ
尋
ヌ
ル
謀
ノ
物
狂

　

賤
し
い
狂
女
で
は
あ
る
が
、
幽
玄
で
あ
り
、
子
ど
も
を
尋
ね
る
た

め
の「は
か
り
こ
と

謀
の
物
狂
い
」と
あ
る
。
先
の「
舞
芸
六
輪
次
第
」と
同
じ
く
、

『
三
井
寺
』
の
母
が
子
ど
も
を
探
す
た
め
の
手
段
と
し
て
「
物
狂
い
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の
振
り
を
す
る
」
と
い
う
趣
向
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
能

の
筋
書
き
と
し
て
は
、
狂
言
の
役
者
の
扮
す
る
能
力
が
、
物
狂
い
見

た
さ
に
狂
女
と
な
っ
た
母
を
寺
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
か
ら
、「
作
り
狂
気
」「
謀
の
物
狂
い
」
と
い
う
作
戦
は
成
功
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
筋
の
展
開
は
、
母
を
「
ま
こ
と
の

物
狂
い
」
に
設
定
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
辻
褄
が
合
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
四
、
世
阿
弥
の
手
法
「
只
詞
ま
じ
り
の
サ
シ
謡
」

　
「
謀
の
物
狂
い
」
の
た
め
の
工
夫
は
、
狂
女
の
登
場
の
場
面
に
関

わ
る
世
阿
弥
の
物
狂
能
の
特
徴
〈
Ｙ
〉
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
『
高
砂
』
な
ど
の
脇
能
の
場
合
は
、【
真
ノ
一
声
】
の
囃
子
で
登
場

し
た
シ
テ
は
〔
一
セ
イ
〕
を
謡
う
。
し
か
し
物
狂
能
の
シ
テ
は
【
一

声
】
で
登
場
し
て
〔
一
セ
イ
〕
を
謡
う
前
に
サ
シ
謡
い
の
場
面
が
加

わ
る
。
仮
に
こ
こ
を
〔
サ
シ
ａ
〕
と
す
る
。
こ
の
〔
サ
シ
ａ
〕
に
つ

い
て
、
世
阿
弥
は
「
放
下
」
の
能
作
法
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
（
注
14
）。

指さ
し
ご
え声
た
ぶ
た
ぶ
と
云
ひ
て
、
古
歌
に
て
も
名
句
な
ど
に
て
も
あ
れ
、

耳
近
に
、
し
か
も
面
白
き
文
句
を
、
指
声
よ
り
只た
だ
こ
と
ば詞

ま
じ
り
に
、

七
八
句
云
ひ
下
し
て
、
さ
て
一
声
に
か
か
る
べ
し
。

　
「
指
声
」
つ
ま
り
〔
サ
シ
ａ
〕
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
よ
く
知
ら

れ
た
面
白
い
文
句
と
し
て
、「
古
歌
」
や
「
名
句
」
を
入
れ
る
こ
と
、

次
に
「
只
詞
」
つ
ま
り
普
通
の
シ
ャ
ベ
リ
言
葉
を
交
え
る
こ
と
が
指

示
さ
れ
て
い
る
。

　

世
阿
弥
が
、
和
歌
や
漢
詩
、
故
事
成
句
な
ど
の
「
古
歌
」「
名
句
」

を
台
本
の
詞
章
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
拍
子
に
は
合
わ
な
い
が
節
を
付
け
て
謡
う
〔
サ
シ
〕
の

中
に
セ
リ
フ
と
し
て
の
〔
詞
〕
を
交
え
る
と
い
う
工
夫
も
加
わ
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
物
狂
い
の
常
軌
を
逸
し
た
精
神
状
態
を
現
す
た
め

に
考
え
ら
れ
た
世
阿
弥
独
自
の
工
夫
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
手
法
を
仮
に
世
阿
弥
の
女
物
狂
能
の
特
徴
〈
Ｙ
〉
と
し
て
「
只
詞

ま
じ
り
の
サ
シ
謡
」
と
呼
ぶ
。

　

実
は
『
三
井
寺
』
に
も
こ
の
〔
サ
シ
ａ
〕
の
場
面
が
あ
る
。
し
か

も
〔
サ
シ
ａ
〕
の
途
中
に
は
セ
リ
フ
と
し
て
し
ゃ
べ
る
言
葉
が
交
じ

る
か
ら
、「
只
詞
ま
じ
り
の
サ
シ
謡
」〈
Ｙ
〉
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、『
三
井
寺
』に
は
世
阿
弥
の
物
狂
能
の
特
徴〈
Ｘ
〉〈
Ｙ
〉〈
Ｚ
〉

の
す
べ
て
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、『
三
井
寺
』
の
〔
サ
シ
ａ
〕
か
ら
【
カ
ケ
リ
】
ま
で
の

本
文
を
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
【
一
声
】（
囃
子
）

　
〔
サ
シ
ａ
〕

　

狂
女
〽
雪
な
ら
ば　

い
く
た
び
袖
を
払
は
ま
し
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花
の
吹
雪
と　

詠
じ
け
ん　

志
賀
の
山
越
え 

う
ち
過
ぎ
て

　
　

眺
め
の
末
は
湖
の　

鳰に
ほ

照
る
比
叡
の
山
高
み

　
　

上
見
ぬ
鷲
の　

お
山
と
や
ら
ん
を

　
　

今
目
の
前
に
拝
む
事
よ　

あ
ら
有
難
の
御
事
や

　
（
詞
）「
か
や
う
に
心
あ
り
顔
な
れ
ど
も

　
　

我
は
物
に
狂
ふ
よ
な
う

　
　

い
や
我
な
が
ら
理
り
な
り

　
　

あ
の
鳥
類
や
畜
類
だ
に
も　

親
子
の
哀
は
れ
は
知
る
ぞ
か
し

　
　

〽
ま
し
て
や
人
の
親
と
し
て　

い
と
ほ
し
悲
し
と
育
て
つ
る

　
〔
一
セ
イ
〕　

　
　

〽
子
の
行
く
へ
を
も
白
糸
の

　

地
〽
乱
れ
心
や 

狂
ふ
ら
ん　

  

　
【
カ
ケ
リ
】　

　
『
三
井
寺
』
の
〔
サ
シ
ａ
〕
は
、
そ
の
冒
頭
が
「
古
歌
」
す
な
わ

ち
和
歌
で
始
ま
っ
て
い
る
し
、「
か
や
う
に
心
あ
り
顔
な
れ
ど
も
」

か
ら
は
「
只
詞
」
つ
ま
り
〔
詞
〕
と
し
て
セ
リ
フ
を
し
ゃ
べ
る
場
面

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
世
阿
弥
の
提
案
す
る
「
放
下
」
の
手
法
と
一

致
す
る
。

　

先
に
み
た
『
謡
曲
秘
伝
書
』（
注
15
）
に
、
狂
女
登
場
の
場
面
に
関

わ
る
詳
し
い
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
試
み
に
〔
サ
シ
ａ
〕
か

ら
【
カ
ケ
リ
】
ま
で
の
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。『
三
井
寺
』
の
詞

章
は
「　

」
内
に
示
し
、
一
部
に
傍
線
を
加
え
て
い
る
。

一
声
越　

一
ノ
松
ニ
留　

謡　

狂
気
ニ
テ
幽
玄
ナ
リ　

「
詠
め
の
末
は
み
づ
う
み
の　

に
ほ
て
る
ひ
え
の
山
た
か
み
」

　

此
所
下
ケ
ル
前　

四
五
字
ツ
ヨ
ク
シ
テ
下
ゲ
ル　

「
あ
ら
有
が
た
の
御
事
や
」　

狂
気
ヲ
忘
レ
思
ハ
ズ
知
ラ
ズ

　

合
掌
シ
テ
拝
ム　

加
様
に
心
あ
り　

フ
ト
気
ガ
附
イ
テ　

狂
気
ヲ
粧
フ
テ　

「
あ
の
鳥
類
や
」
上
ヲ
ミ
ル
心
少
シ　

ゆ
る
り
と

「
畜
類
た
に
も
」
下
ヲ
ミ
ル
心　

ハ
コ
ン
デ

「
ま
し
て
や
人
の
」　

カ
ケ
テ
「
い
と
ふ
し
悲
し
と
」　

気
味
合

「
子
の
ゆ
く
へ
を
も
」　

ノ
ッ
テ
「
乱
心
や
」　

ズ
カ
リ

「
狂
ふ
ら
ん
」　

ユ
ル
リ
ト　

翔
ア
リ

　

で
は
、
右
の
内
容
を
み
て
い
こ
う
。
登
場
の
囃
子
は
「
一
声
・
狂

女
越
」。
シ
テ
は
一
ノ
松
で
〔
サ
シ
ａ
〕
を
謡
い
始
め
る
が
、こ
れ
は
、

狂
気
を
帯
び
て
し
か
も
幽
玄
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
都
を
出
て
山

を
越
え
琵
琶
湖
と
そ
の
周
り
の
山
々
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
場
所

に
着
き
、
比
叡
山
を
目
の
当
た
り
に
し
た
狂
女
は
、
節
の
あ
る
〔
サ

シ
ａ
〕
の
終
わ
り
の
文
句
「
あ
ら
有
難
の
御
事
や
」
で
、
つ
い
狂
気

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
拝
ん
で
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
我
に
返
っ
て
、
狂
気
を
装
う
と
こ
ろ
か
ら
が
〔
詞
〕
と

な
る
。
信
心
深
い
心
で
神
仏
を
拝
む
姿
は
い
か
に
も
正
気
の
人
だ
と

気
付
い
た
こ
と
を
セ
リ
フ
で
聞
か
せ
、「
我
は
物
に
狂
ふ
よ
な
う
」

と
自
分
が
物
狂
い
の
振
り
を
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
こ
か



− 33 −

ら
、
鳥
類
・
畜
類
で
さ
え
親
子
の
情
愛
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
の
親

で
あ
れ
ば
、我
が
子
の
ゆ
く
え
を
探
し
て
乱
れ
狂
う
の
は
当
然
だ
と
、

自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
狂
気
と
な
る
。

　
「
ま
し
て
や
」
か
ら
再
び
節
が
付
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
句
毎
に
、

工
夫
を
凝
ら
し
て
謡
う
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
【
カ

ケ
リ
（
翔
）】
を
舞
う
場
面
に
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

大
正
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
謡
曲
秘
伝
書
』（
注
13
）
に
『
三
井
寺
』

作
成
時
の
演
技
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
演
技
の
方
針
が
書

き
留
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
狂
女
が
登
場
す
る
場
面
で
、「
謀
の
物

狂
い
」で
あ
る
こ
と
を
観
客
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
文
章
を
綴
り
、

か
つ
そ
の
場
面
を
効
果
的
に
演
じ
よ
う
と
し
た
謡
曲
作
者
の
意
図
が

し
っ
か
り
受
け
継
が
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
〔
サ
シ
ａ
〕
の
場
面
に
、
節
を
つ
け
て
謡
う
と
こ
ろ
と
セ
リ
フ
を

ま
じ
え
て
書
く
と
い
う
工
夫
が
さ
れ
た
の
は
、
何
よ
り
狂
女
と
し
て

の
面
白
さ
を
登
場
の
場
面
で
見
せ
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
登
場
の
囃
子
【
一
声
】
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る

「
狂
女
越
」
と
呼
ば
れ
る
狂
女
独
特
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
演
奏
も
、
狂

女
が
登
場
す
る
場
面
を
演
出
し
よ
う
と
す
る
工
夫
の
一
環
と
考
え
ら

れ
る
。
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
狂
女
越
」
と
い
う
音

楽
的
な
工
夫
も
ま
た
、「
放
下
」
の
〔
サ
シ
ａ
〕
の
セ
リ
フ
上
の
工

夫
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
三
井
寺
』
の
〔
サ
シ
ａ
〕
の
場
面
は
、
少
な

く
と
も
世
阿
弥
の
手
法
か
ら
外
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
物
狂
い
の
は

ず
な
の
に
狂
気
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
は
、
そ
も

そ
も
作
者
が
、
物
狂
い
の
振
り
を
す
る
「
謀
の
物
狂
い
」
と
い
う
趣

向
で
人
物
の
性
格
を
造
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
五
、
見
せ
か
け
の
狂
気
と
詩
狂
と
女
人
の
悟
り

　
『
三
井
寺
』
の
母
の
物
狂
い
が
、他
の
世
阿
弥
の
物
狂
い
と
は
違
っ

て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
は
、
女
物
狂
と
い
う
枠
組
み
で
作

ら
れ
た
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
物
狂
い
が
、
女
人
禁
制
の
寺
に
入

る
た
め
の
見
せ
か
け
の
狂
気
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
能
全
体
の
場
面
展
開
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

　
　

発
端　

清
水
寺
で
我
が
子
と
の
再
会
を
祈
願
す
る
千
満
の
母

は
、　

三
井
寺
へ
行
け
と
い
う
夢
の
お
告
げ
を
受
け
る
。〈
Ｘ
〉

　
　

一
段
目　

折
し
も
そ
の
夜
は
仲
秋
の
名
月
。
三
井
寺
で
は
僧
と

稚
児
達
が
月
見
を
楽
し
む
。

　
　

二
段
目　

母
は
、
都
を
出
て
山
を
越
え
、
狂
気
を
装
い
物
狂
い

と
な
っ
て
女
人
禁
制
の
三
井
寺
に
向
か
う
。〈
Ｙ
〉

　
　

三
段
目　

物
狂
い
を
面
白
が
る
能
力
に
よ
っ
て
三
井
寺
に
侵
入

し
た
母
は
、
満
月
が
琵
琶
湖
の
さ
さ
波
に
映
る
光
景
に
心
を

奪
わ
れ
る
。そ
こ
に
三
井
寺
の
鐘
の
音
が
響
く
。名
月
に
よ
っ

て
心
乱
れ
た
母
は
自
ら
詩
狂
と
称
し
て
鐘
を
撞
き
、
煩
悩
の
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迷
い
を
覚
ま
し
悟
り
の
心
境
に
至
る
。【
鐘
の
段
】〈
Ｚ
〉

　
　

四
段
目　

母
は
物
狂
い
と
し
て
、
鐘
に
ち
な
ん
だ
数
々
の
エ
ピ

　

ソ
ー
ド
を
繰
り
広
げ
て
曲
舞
を
披
露
す
る
。

　
　

五
段
目　

稚
児
の
千
満
が
こ
の
物
狂
い
は
自
分
の
母
だ
と
気
付

　

き
、僧
に
身
の
上
を
打
ち
明
け
て
親
子
の
再
会
が
か
な
う
。

　
『
三
井
寺
』
に
は
、
特
に
題
材
と
さ
れ
た
説
話
や
故
事
な
ど
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。「
我
が
子
と
生
き
別
れ
た
母
が
、物
狂
い
と
な
っ

て
芸
を
見
せ
な
が
ら
我
が
子
を
探
し
歩
き
最
後
に
再
会
す
る
」
と
い

う
世
阿
弥
の
物
狂
能
の
常
套
的
な
筋
書
き
を
骨
格
に
し
て
作
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
の
上
で
、
こ
の
能
の
舞
台
と
な
る
三
井
寺
は
、
真
如
の
月
と
、

月
の
光
を
映
す
湖
を
一
望
で
き
る
場
所
に
あ
り
、
煩
悩
の
夢
を
覚
ま

す
と
い
う
鐘
の
音
の
名
所
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
女
人
禁
制
の
寺
と
い

う
設
定
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
要
素
を
巧
み
に
活
か
し
た
形
で
、「
謀
の
物
狂
い
」
と

い
う
人
物
像
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
物
狂
い
が
「
謀
」

で
あ
る
が
た
め
に
、別
の
形
で
本
当
に
「
狂
う
」
必
要
が
で
て
く
る
。

そ
こ
で
作
者
は
、
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
名
月
に
興
じ
る
詩
狂
の

心
を
描
き
、
一
番
の
見
せ
場
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
ク
ル
イ
」
に
相
当

す
る
場
面
「
鐘
の
段
」
を
創
作
し
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
も
、「
詩
狂
」

に
よ
っ
て
狂
う
場
面
で
、
母
は
涅
槃
経
を
唱
え
な
が
ら
鐘
を
撞
く
。

女
性
は
成
仏
出
来
な
い
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
鐘
の
音
の
響
き
に

よ
っ
て
、
一
人
の
賤
し
い
女
人
が
悟
り
の
世
界
へ
と
導
か
れ
る
。
こ

う
し
た
場
面
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
作
者
の
手
腕
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
確
か
に
母
は
、
能
の
中
で
我
が
子
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る

か
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
、
結

末
の
五
段
目
に
は
他
の
物
狂
能
よ
り
詳
細
に
親
子
の
再
会
の
場
面
が

作
ら
れ
た
こ
と
も
、
作
者
の
工
夫
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
三
井
寺
』
が
世
阿
弥
の
作
で
は
な
い
と
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、

能
の
展
開
が
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
世
阿
弥
作
の
『
花
筐
』
と
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
母
の
行
動
が
物
狂
い
ら
し
く
な
い
と
い
う
も
う
一
つ
の
理
由

は
、
そ
も
そ
も
偽
り
の
物
狂
い
と
し
て
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
原
因

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
み
な
世
阿
弥
が
意
図
的
に
行
な
っ
た
工
夫
な

の
で
あ
る
。

　
『
三
井
寺
』
は
、
全
体
を
通
じ
て
各
場
面
が
詩
情
豊
か
に
肉
付
け

さ
れ
て
お
り
、
劇
と
し
て
も
実
に
巧
み
に
創
ら
れ
て
い
る
世
阿
弥
の

作
品
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
注
１
）
加
藤
周
一
・
表
章 

校
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
二
十
四

　

一
九
七
四
年　

岩
波
書
店

　

＊
本
稿
の
世
阿
弥
伝
書
の
本
文
は
、『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
よ
り
一
部
表
記
を
改

め
た
形
で
引
用
し
て
い
る
。
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（
注
２
）
西
尾
実
他
編
『
謡
曲
狂
言
』
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
８　

一
九
六
一

年　

三
省
堂　

作
者
付
け
三
書
全
て
を
所
収
。

（
注
３
）
一
九
四
五
年　

雄
山
閣　

一
七
六
頁

（
注
４
）
一
九
三
一
年　

明
治
書
院

（
注
５
）『
謡
曲
狂
言
』
所
収
。
注
２
と
同
書
。

（
注
６
）『
観
世
』
一
九
六
一
年
年
七
月
号　

六
〜
九
頁

（
注
７
）
注
２
と
同
書
。
一
三
九
〜
一
四
〇
頁

（
注
８
）「
世
阿
弥
作
の
女
物
狂
能
『
桜
川
』
の
場
面
構
成
―
『
高
砂
』
と
の
比

較
か
ら
―
」『
名
古
屋
芸
能
文
化
』
第
二
十
八
号
、　

二
〇
一
八
年
十
二
月
。

（
注
９
）
拙
稿
「
世
阿
弥
の
女
物
狂
能
の
場
面
構
成
」『
愛
知
産
業
大
学
短
期
大

学
紀
要
』
第
三
十
一
号　

二
〇
一
九
年
三
月

　

http://aisan-tsukyo.sua.jp/tandai/about/kiyo

（
注
10
）「「
舞
芸
六
輪
」
解
説
」『
日
本
文
学
誌
要
』
十
号　

一
九
六
四
年
九
月

　

六
七
〜
七
一
頁

（
注
11
）
注
２
と
同
書
。
二
〇
二
頁

（
注
12
）『
観
世
』
一
九
六
一
年
七
月
号
、
六
〜
七
頁

（
注
13
）
大
喜
多
信
秀　

常
磐
会　

一
九
一
四
年
十
一
月　

三
四
頁

（
注
14
）
注
１
と
同
書
。
一
三
九
頁

（
注
15
）
注
13
と
同
書
。
三
五
頁

［
付
記
］（
注
８
）
と
（
注
９
）
及
び
本
稿
は
「
あ
い
ち
国
文
の
会
」
第
一
九
〇

回
研
究
会
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
日　

愛
知
県
立
大
学
）
の
発
表
「
筋

書
き
と
場
面
構
成
―
世
阿
弥
の
女
物
狂
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」
の
一
部
を
そ

れ
ぞ
れ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
み
と
ま　

よ
し
こ
）
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［ 場 面 構 成 対 照 表 ］ 『 桜 川 』 『 花 筐 』 『 三 井 寺 』


