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若
狭
の
猿
楽
と
舞
々

(
遺
稿
)

錦

耕

「
越
前
若
狭
古
文
書
選
」
に
は
三
万
の
猿
楽
及

び
倉
座
に
関
し
た
江
村
文
書
を
載
せ
て
い
る
。
同

室
田
に
は
ま
た
別
に
高
浜
の
舞
々
に
関
し
た
杉
本
文

書
を
輯
録
し
て
を
り
、
コ
一
万
の
猿
楽
と
大
飯
の
舞

々
が
小
浜
を
挟
ん
で
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
私
に
は
興
味
が
深
か
っ
た
。
し
か
し
杉
本
文

書
の
六
通
載
録
に
対
し
て
江
村
文
書
は
僅
か
に
三

通
で
あ
る
た
め
、
た

Y
倉
座
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
け
し
か
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
が
残
念
で

あ
る
。
そ
の
上
に
不
幸
な
こ
と
は
、
市
文
書
選
が

世
に
出
た
頃
に
は
お
そ
ら
く
健
在
で
あ
っ
た
江
村

文
書
の
所
有
者
江
村
太
夫
も
先
年
亡
く
な
っ
た
と

の
こ
と
。
江
村
一
人
夫
の
住
ん
で
い
た
八
村
字
向
引

の
村
人
達
も
由
緒
深
い
倉
座
に
つ
い
て
は
伺
も
知

っ
て
い
な
い
。
江
村
太
夫
は
数
名
の
能
師
と
〉
も

に
神
社
の
能
を
勤
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
も

う
座
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
江
村
太
夫
と
い
う

人
が
倉
座
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ
た
人
な
の
か
。

ま
た
倉
座
の
歴
史
に
つ
い
て
も
、
直
接
、
話
を
聞

け
ば
何
か
得
る
と
ζ

ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
、
今
で
は
も
う
せ
ん
な
い
事
で
あ
る
。
倉
座
は

猿
楽
の
一
座
で
他
国
へ
も
巡
業
し
て
歩
い
た
ら
し

く
、
「
越
前
若
狭
古
文
書
選
」
採
録
の
、
安
政
六

年
未
四
月
の
文
書
は
座
の
維
持
難
か
ら
藩
主
へ
扶

持
米
を
嘆
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
座
を
代
表
し
て

江
村
伊
之
助
が
口
上
し
て
い
る
の
か
ら
組
像
す
る

と
、
江
村
太
夫
と
い
う
の
は
倉
座
の
座
顕
だ
っ
た

ら
し
い
。
し
か
し
江
村
太
夫
と
い
う
各
は
残
っ
て

い
た
も
の
L
、
倉
座
の
名
を
三
万
の
村
々
で
訊
い

て
も
知
っ
た
人
の
な
か
っ
た
の
は
、
早
く
に
倉
座

が
破
産
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
倉
座
の
最
後
の

人
で
あ
っ
た
江
村
太
夫
(
江
村
伊
平
次
氏
か
)
に

は
一
度
逢
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
話
を
聞
い
て
お
き
た

か
っ
た
。
安
政
の
文
書
は
倉
座
の
事
情
に
つ
い
て

左
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

『
倉
座
之
儀
者
‘
従
ニ
住
吉
一
、
御
国
許
ニ
杷

伝
来
江
戸
四
座
之
外
、
飴
国
ニ
者
稀
成
座
中
ニ

御
座
候
得
共
、
何
分
無
禄
之
者
故
、
兎
角
困
窮

仕
侯
ニ
付
、
他
国
江
梶
山
山
候
節
、
一
肩
身
も
狭
き

様
存
、
面
白
ヲ
失
ひ
候
段
、
甚
以
心
外
之
至
奉

存
候
。
是
也
も
徐
国
同
職
之
者
ハ
禄
扶
持
万
等

頂
戴
仕
居
、
相
応
ニ
相
暮
居
、
身
之
廻
り
等
も

宜
敷
候
故
、
連
も
私
共
同
勤
難
ニ
相
成
一
、
恥

入
候
段
、
全
ク
御
国
許
之
御
外
分
ニ
も
抱
り
、

伺
共
歎
ケ
敷
義
ニ
奉
レ
存
候
。
:
:
:
』

右
の
口
上
の
後
に
六
ケ
条
の
御
願
之
条
を
つ
け

て
い
る
。

ζ

の
願
い
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
座
中

の
者
で
家
庭
ぞ
持
つ
者
へ
は
扶
持
米
、
部
屋
住
み

の
者
に
は
切
米
在
嘆
願
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

注
目
さ
れ
る
の
は
『
一
、
在
々
御
神
事
能
之
節
、

申
楽
下
り
職
杯
与
申
立
格
別
愈
略
ニ
取
扱
候
所
も

有

ν
之
甚
以
残
念
之
至
ニ
候
。
右
様
之
振
合
ニ
而

者
跡
之
師
家
江
対
し
申
訣
も
無
レ
之
尤
何
等
訣
柄

ヲ
申
立
候
哉
、
何
卒
急
度
御
札
シ
被
ν
下
度
奉
レ

願
候
事
。
』
と
特
に
申
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
末
尾
に
は
『
御
取
上
ケ
も
無
レ
之
節

者
前
文
之
次
第
迩
も
相
続
侯
節
者
無
一
一
是
非
一
般

座
ニ
も
相
成
候
儀
:
:
:
』
と
述
べ
て
を
り
、
相
当

窮
迫
し
て
い
た
ζ

と
と
察
し
ら
れ
る
。
江
戸
時
代

末
期
の
位
も
う
か
が
わ
れ
る
し
、

ζ

う
し
た
地
万

の
座
の
維
持
が
よ
ほ
ど
難
か
し
く
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
江
村
文
書
は
総
べ
て

Y
十
通
、
長
谷
寺
五

所
大
明
神
の
楽
頭
職
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
古

く
延
文
四
年
三
月
の
宛
行
状
に
「
天
満
宮
楽
頭
職

事
し
と
い
う
の
が
あ
り
、
『
右
於
ご
楽
頭
一
者
、

気

山

太

夫

仁

所

ν
令
ご
補
任
一
也
。
白
毎
年
祭
礼

無
二
慨
怠
一
可
二
参
勤
一
者
也
。
:
:
:
』
と
記
さ
れ

て
い
る
。
天
満
宮
と
い
う
の
は
今
の
ど
こ
の
社
を
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い
う
て
い
る
の
か
訣
ら
な
い
。
気
山
太
夫
と
い
う

太
夫
の
名
が
気
山
(
八
村
の
字
)
に
い
た
か
ら
の

名
か
、
確
か
な
こ
と
は
訣
ら
な
い
。
た
Y
延
文
の

頃
に
す
で
に
倉
座
の
母
体
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
倉

'
」
加
盟
が
江
戸
四
度
の
外
は
、
徐
国
に
，
も
稀
な
る
座
中

と
自
負
し
て
い
る
の
も
、
気
山
太
夫
以
来
の
古
い

伝
統
を
諮
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
倉
座
に
つ
い
て
「
稚
狭
考
」
に
は

『
:
:
:
今
の
世
、
観
世
保
生
金
春
金
剛
の
四
座

喜
多
座
あ
り
。
播
磨
に
は
孔
雀
底
あ
り
、
此
外

部
伍
の
調
ひ
た
る
所
本
国
の
外
に
は
な
し
。
田

烏
の
倉
氏
は
佐
柿
城
主
粟
屋
家
の
士
宮
と
聞

ゅ
。
武
田
氏
国
守
の
時
観
世
新
九
郎
祖
宮
増
孫

左
エ
門
小
浜
へ
来
り
申
楽
し
其
後
小
浜
に
卒
し

て
小
浜
に
墓
あ
る
よ
し
「
観
世
家
記
」
に
あ

り
。
法
名
高
波
月
湖
其
所
尋
れ
ど
も
し
れ
ず
。

倉
座
は
四
座
に
も
か
h

は
ら
ず
一
流
な
り
し
ぞ

伊
芳
幼
少
の
時
丹
後
宮
津
青
山
家
の
士
官
牛
田

六
郎
右
エ
門
行
雄
の
教
を
う
け
て
喜
多
流
に
転

じ
け
る
は
享
保
十
二
三
年
の
乙
ろ
な
り
。
寛
保

成
年
命
を
裳
り
て
観
世
流
に
な
る
。
』

こ
う
記
し
て
い
る
。
筆
者
の
津
田
一
助
翁
は
倉
座

に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
知
っ
て
い
た
ら
し
い

様
子
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
記
し
て
く

れ
な
か
っ
た
。
命
を
受
け
て
観
世
流
に
な
っ
た
時

錦

若
狭
の
猿
楽
と
舞
々
(
法
桶
)

か
ら
約
三
十
年
後
広
一
助
翁
が
、
「
稚
狭
考
」
を

書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
或
い
は
も
う
訣
ら
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
と
も
か
く
も
、
若
狭
の
倉
座

は
一
流
の
猿
楽
の
座
と
し
て
位
聞
に
知
ら
れ
て
い

た
ら
し
い
こ
と
だ
け
は
想
像
出
来
る
o

け
れ
ど
も

気
山
太
夫
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
今
で

は
知
る
よ
す
が
も
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
安
政
六
年
ま
で
藩
の
禄
を
貰

わ
ず
に
い
た
の
だ
か
ら
、
倉
座
が
そ
の
頃
ま
で
よ

く
も
維
持
出
来
た
も
の
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
や

は
り
村
々
の
社
の
神
事
能
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
農

村
民
が
倉
座
を
保
護
し
て
来
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
村
々
の
能
に
対
す
る
考
え
万
と
信
仰
が
こ

れ
か
ら
で
も
推
察
出
来
る
と
思
う
。
し
か
し
、
倉

座
の
嘆
願
書
に
よ
っ
て
扶
持
米
が
出
た
か
ど
う
か

も
訣
ら
な
い
。
た
と
え
こ
の
嘆
願
で
扶
持
米
が
出

た
と
レ
て
も
、
そ
の
翌
年
の
高
延
元
年
に
は
井
伊

大
老
が
暗
殺
さ
れ
、
後
十
年
足
ら
ず
し
て
明
治
の

代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
末
期
の
生
活
苦
と

申
楽
下
り
職
な
ど
軽
侮
さ
れ
た
江
村
太
夫
の
苦
労

が
偲
ば
れ
る
。
そ
の
上
、
絶
え
ず
舞
々
の
一
派
が

挑
戦
し
て
い
た
の
で
あ
る
o

舞
々
は
高
浜
に
幸
菊

や
柳
太
夫
ら
幸
若
の
流
れ
を
汲
む
舞
太
夫
が
を

り
、
『
(
略
)
、
舞
々
と
猿
楽
之
作
法
、
左
様
に

六
ケ
敷
事
ニ
侯
ハ
¥
猿
楽
と
立
会
、
如
何
様
に

も
呼
い
た
し
候
様
に
:
:
:
』
(
杉
本
文
書
「
舞
々

由
緒
言
上
書
」
)
と
鼻
っ
柱
の
強
い
と
こ
ろ
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
貞
享
四
年
の
文
書
で
あ
る
か

ら
、
直
接
、
倉
座
に
対
抗
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
け
れ
ど
、
倉
座
が
古
い
伝
統
を
誇
れ
ば
高
浜
舞

々
も
そ
の
芸
の
由
緒
の
古
さ
を
一
不
さ
ず
に
は
お
か

な
か
っ
た
と
思
う
。
「
稚
狭
考
」
は
舞
々
に
つ
い

て
も
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

『
幸
若
音
曲
衆
「
武
鑑
」
に
見
ゆ
。
猿
楽
の
土

に
あ
り
。
越
前
国
に
十
家
斗
り
も
在
て
関
東
に

勤
む
。
敦
賀
郡
の
内
に
も
壱
人
有
て
百
石
を
領

す
。
「
寛
永
御
初
人
記
」
に
諸
鶴
太
夫
と
あ
る

は
是
な
り
。
播
磨
守
直
常
の
胤
に
て
桃
井
と
称

し
叉
畑
田
と
も
い
へ
り
。
本
国
遠
敷
村
、
有
田

村
、
高
浜
に
も
そ
の
胤
あ
り
て
遠
敷
は
幸
福
、

高
浜
は
幸
菊
と
号
し
、
畑
田
を
氏
と
す
。
越
前

の
親
属
に
や
し
ら
ず
。
幸
若
点
目
白
文
句
の
う
ち

に
、
青
葉
山
・
安
賀
の
高
仏
・
育
太
郎
な
ど
あ

る
に
つ
き
で
は
越
前
隣
国
の
事
を
記
し
、
支
流

も
あ
る
な
る
べ
し
。
三
方
郡
三
万
村
中
山
に
も

二
十
家
斗
り
の
其
派
住
居
す
。
本
国
中
に
て
六

十
家
に
徐
れ
り
。
農
家
の
も
の
践
し
ん
で
交
る

事
な
し
。
正
月
の
は
じ
め
諸
村
を
廻
り
て
福
い

れ
と
い
ふ
事
を
呼
ば
り
て
庭
に
在
て
立
な
が
ら

扇
窮
し
て
鞍
馬
山
昆
沙
門
宝
尽
し
な
ど
を
う
た
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ふ
て
産
業
と
す
。
此
故
に
諸
人
臨
し
み
避
と
し

ら
る
。
大
飯
郡
高
浜
に
沢
村
と
い
ふ
所
あ
り
、

赤
尾
町
の
横
な
れ
ば
横
町
と
も
い
へ
り
。
此
所

に
幸
菊
あ
り
。
細
川
民
の
家
令
沢
村
才
八
此
所

の
産
に
て
幸
菊
が
支
属
な
り
。
後
大
学
之
助
と

号
し
て
高
禄
を
と
る
。
(
略
)
』

こ
れ
で
み
る
と
三
万
村
中
山
1
l
今
の
八
村
気
山

の
一
部
落
で
あ
ろ
う
ー
ー
ー
に
も
こ
十
家
ば
か
り
舞

々
が
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
舞
々
の
一
部
の
徒
は

正
月
の
福
い
れ
を
し
た
り
し
て
農
家
か
ら
践
し
ま

れ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
み
れ
ば
猿
楽
の
座
の
神

事
能
は
ま
だ
ま
だ
信
仰
が
直
接
で
あ
り
、
申
楽
下

り
職
と
い
う
い
い
万
に
対
し
て
江
村
太
夫
も
憤
慨

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

酒
井
藩
お
抱
え
の
能
師
の
一
座
も
、
廃
藩
の
結

果
、
藩
の
援
助
は
絶
た
れ
た
け
れ
ど
能
師
ら
が
よ

り
集
っ
て
村
々
の
神
事
能
を
勤
め
て
い
た
ら
し

い
。
今
も
遠
敷
村
金
屋
に
森
と
い
う
老
人
が
あ
っ

て
座
頭
と
な
っ
て
い
る
。
百
姓
片
手
間
の
能
太
夫

で
、
か
つ
て
藩
お
抱
え
の
能
太
夫
に
仕
込
ま
れ
た

人
。
流
儀
は
観
世
で
あ
る
。
戦
争
の
た
め
時
代
が

急
変
し
、
能
な
ど
や
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の

と
、
若
い
能
師
ら
も
ど
し
ど
し
応
召
と
徴
用
で
と

ら
れ
森
老
人
一
人
だ
け
で
滋
賀
県
高
島
郡
の
朽
木

や
麻
生
あ
た
り
へ
出
か
け
て
行
っ
た
ζ

と
も
あ
る

と
い
う
。
一
昨
年
の
年
末
、
も
う
雪
が
降
り
初
め

て
い
た
金
屋
へ
森
老
人
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
あ
の
時
は
森
老
人
も
能
の
将
来
を
寂
し
が
っ

て
い
た
が
、
今
年
の
春
偶
然
に
も
八
村
前
川
の
前

川
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
能
が
あ
っ
て
森
老
人
二
座

の
能
一
番
と
狂
言
一
審
を
見
せ
て
戴
い
た
。
若
い

能
師
も
数
人
い
た
し
、
そ
ろ
/
¥
k
座
も
復
活
し
た

ら
し
く
な
か
な
か
活
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
か
げ

な
が
ら
祝
福
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
昔
は
な
、
こ
の
神
事
に
も
能
が
あ
っ
て
賑
や

か
ぢ
ゃ
っ
た
。
」
遠
敷
郡
内
外
海
村
矢
代
の
手
杵

祭
り
を
採
集
に
行
っ
た
と
き
、
当
時
の
小
祢
宜
を

勤
め
て
い
ら
れ
た
薮
本
さ
ん
が
こ
う
語
っ
た
言
葉

か
ら
想
像
し
て
、
若
狭
人
は
今
で
も
能
が
好
き
ら

し
い
。
こ
れ
は
森
老
人
も
語
っ
て
い
た
。
殊
に
山

村
な
ど
で
は
、
娯
楽
が
乏
し
い
た
め
か
、
神
事
能

を
喜
ん
で
見
る
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
若
狭
人
は

能
が
好
き
だ
、
と
い
う
よ
り
も
信
仰
的
に
見
て
い

る
人
、
が
ま
だ
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
、
が
見
た

前
川
神
社
の
奉
納
能
。
も
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
森

老
人
の
話
に
よ
る
と
敦
賀
の
常
宮
や
白
木
で
は
、

ガ
ン
ノ
ク

今
も
願
能
を
す
る
人
が
多
い
と
い
う
。
「
ち
ょ
っ

と
し
た
風
邪
ひ
き
や
、
重
い
病
は
勿
論
で
、
紳
社

の
神
事
能
吾
す
ま
す
と
、
う
ち
へ
も
来
て
く
れ
、

こ
ち
ら
へ
も
来
て
く
れ
、
と
い
う
調
子
で
白
木
で

は
三
日
間
に
四
十
番
あ
ま
り
も
勤
め
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
」
森
老
人
は
こ
う
話
し
て
も
下
さ
っ

た
。
一
ニ
万
郡
や
遠
敷
郡
の
村
人
た
ち
は
、
も
う
願

能
は
し
な
く
な
っ
た
が
、
以
前
に
は
相
当
ゃ
っ
た

も
の
ら
し
い
。
そ
れ
で
ま
だ
十
村
の
岩
屋
な
ど
で

は
「
猿
楽
さ
ん
が
来
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
い
た
ほ

か
、
「
お
能
は
神
様
へ
の
ゴ
ッ
ツ
オ
(
御
馳
走
)

ν
ヨ
ク
パ
シ

で
自
分
ら
も
お
相
伴
し
ま
す
ん
ち
ゃ
」
と
い
う

人
々
も
あ
っ
て
、
恰
も
神
と
〉
も
に
共
食
す
る
直

会
の
よ
う
な
気
持
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
今

日
で
も
、
祭
り
の
神
事
講
に
は
列
席
者
一
同
が
一
謡

を
一
諮
っ
て
盃
を
流
し
た
り
、
ト
ワ
タ
シ
(
頭
渡

キ
ヤ
マ
モ
ロ
}

し
)
を
し
た
り
、
ま
た
宇
波
西
神
社
の
気
山
諸
頭

の
如
、
き
謡
曲
「
龍
曲
」
を
謡
っ
て
い
る
聞
に
オ
ハ

ケ
の
幣
ぞ
裁
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
南
西
郷

村
郷
市
で
は
宇
波
西
祭
り
の
獅
子
の
舞
当
が
三
年

目
に
一
度
ま
わ
っ
て
来
た
時
に
ヨ
ボ
シ
キ
(
烏
帽

子
着
)
を
行
い
、
謡
曲
「
烏
帽
子
折
り
」
を
謡
い

つ
〉
ヨ
ボ
シ
を
着
せ
る
。
し
か
も
ζ

の
ヨ
ボ
シ
キ

を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
神
役
に
は
な
れ
な
い

定
め
で
あ
る
。
若
狭
の
村
人
達
は
神
事
講
が
あ
る

た
め
に
多
小
と
も
謡
曲
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
し
、
そ
れ
は
趣
味
で
な
く
て
信
仰
上
の
必
要
に

せ
ま
ら
れ
た
謡
い
な
の
で
あ
っ
た
。
信
何
が
薄
ら

げ
ば
必
要
性
も
乏
し
く
な
る
。
時
代
の
変
遷
と
〉
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も
に
そ
う
し
た
必
要
も
や
が
て
は
失
わ
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
そ
の

傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

三
方
郡
の
村
々
に
は
、
珍
ら
し
い
神
事
芸
能
で

あ
る
王
の
舞
、
獅
子
舞
、
田
楽
舞
な
ど
が
今
も
な

ほ
毎
年
の
春
祭
り
に
行
わ
れ
て
い
る
。
子
供
組
や

若
者
組
と
結
び
つ
い
て
、
村
々
の
子
供
や
若
者
が

舞
人
を
勤
め
て
い
る
が
、
乙
と
に
王
の
舞
は
能
の

影
響
を
か
な
り
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
村

で
は
王
の
舞
を
も
お
能
と
い
う
て
い
た
。
や
は
り

能
楽
が
民
衆
の
心
の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
王
の
舞
が
あ
h

ま
で
発

達
し
な
か
っ
た
こ
と
〉
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
万

湖
の
畔
に
倉
座
の
本
流
が
最
近
ま
で
も
脊
在
し
て

い
た
ζ

と
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
う
。

気
山
太
夫
以
来
の
古
さ
を
誇
る
ほ
ど
に
、
三
方

郡
に
は
猿
楽
が
成
長
し
、
江
戸
四
座
と
〉
も
に
一

流
の
座
と
い
わ
れ
な
が
ら
倉
座
も
広
く
世
聞
に
知

ら
れ
ず
し
て
滅
ん
で
し
ま
っ
た
。
や
は
り
太
夫

に
、
世
阿
弥
の
よ
う
な
名
人
が
生
れ
な
か
っ
た
乙

と
、
政
治
的
手
腕
の
あ
る
太
夫
が
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
が
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
一
つ
に
は
、
若
狭
が
大
和
や
山
城

の
如
く
地
の
利
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
な
障

害
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
三
万
郡
の
村
々
に
対
し

て
、
今
も
信
仰
を
通
じ
て
か
な
り
影
響
を
与
え
た

と
と
だ
け
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

能
に
く
ら
べ
て
、
舞
々
の
方
は
村
人
の
信
仰
が

早
く
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
「
稚
狭

考
」
の
時
代
に
、
す
で
に
一
部
の
徒
は
一
般
の
村

人
か
ら
壊
し
め
ら
れ
、
戸
別
的
に
祝
言
し
て
ま
わ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
高
浜
の
舞
々
と
、
越
前

の
野
大
坪
刀
歳
と
が
系
統
の
上
か
ら
何
か
の
関
係

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
ま
た
猿
楽
と
の
対
抗
な

ど
も
っ
と
注
意
す
れ
ば
寄
外
面
白
い
問
題
で
は
な

い
か
と
思
う
。

l
昭
和
二
十
二
年
十
月
l

O
註
三
方
郡
誌
に
は
、
八
村
向
笠
江
村
伊
平
次

蔵
と
し
て
江
村
文
書
十
通
を
あ
げ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
猿
楽
関
係
の
も
の
ば
か
り

で
あ
る
が
、
本
稿
の
成
っ
た
頃
に
は
三
方

郡
誌
が
筆
者
の
手
許
に
な
か
っ
た
た
め
、

「
古
文
書
選
」
に
拠
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
(
小
林
一
男
)

錦
耕
三
氏
略
歴

明
治
四
十
年
五
月
十
七
日
大
阪
府
南
河
内
郡
川
西
村
に

生
れ
。
昭
和
三
年
国
学
院
大
学
卒
。
昭
和
十
五
年
朝
日

新
聞
社
に
入
社
。
昭
和
十
九
年
福
井
支
局
に
転
じ
、
二

十
年
ま
で
勤
務
。
本
社
調
査
室
に
勤
務
中
、
日
本
民
俗

図
録
・
考
古
図
録
・
芸
能
図
録
の
編
集
を
担
当
。
同
三

十
六
年
一
月
九
日
死
去
。
日
本
民
俗
学
会
評
議
員
。
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