
Title 能樂鑑賞

Author(s) 阪倉, 篤太郎

Citation 懐徳. 1937, 15, p. 50-58

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/88976

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



し
て
謡
に
先
ん
じ
、
佛
の

L
u
l
l
y
・
獨
の
G
l
u
c
k及
び
M
o
z
a
r
t
~
ど
は
約
二
百
年
乃
至
三
百
五
十
年
お
く
れ
、
伊
の

に
よ
っ
て
創
成
ざ
れ
、

懐

ヒ
じ

合

H 徳

Scarlatti 

近
頃
の
流
行
語
に
「

H
本
的
た
る
も
の
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
が
、

味
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
の
一
っ
と
し
て
普
通
畢
げ
ら
れ
る
、
「
最
大
の
内
容
を
最
小
の
外
形
で
表
現
す
る
」
と
い

ふ
こ
と
は
、
疑
も
無
く
我
が
國
藝
術
の
一
特
色
で
、

茶
道
の
妙
趣
も
皆
そ
れ
で
あ
る
が
、
能
業
は
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
簡
索
で
象
徴
的
な
表
現
を
以
て
、
幽
玄
で
含
蓄
的
な
情
趣
を
包
ん
で
ゐ
る
貼
が
、
最
も
日
本
的
な
の
で
あ
る
。

抑
も
能
榮
即
ち
猿
業
の
能
は
、
そ
の
起
源
は
姑
＜
措
き
平
安
朝
録
倉
時
代
を
経
て
、
種
々
の
歌
舞
昔
曲
類
の
要
素
を

メ

ロ

デ

イ

ー

り

ズ

ム

融
合
し
、
巧
に
そ
の
旋
律
（
曲
節
）
と
節
奏
（
拍
子
）
と
を
調
和
し
て
劇
的
構
成
を
見
る
に
至
っ
た
綜
合
褻
術
で
、
室
町
時

代
に
翻
阿
禰
．
冊
阿
蒲
父
子
に
よ
っ
て
ほ
ゞ
大
成
ざ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

に
今
を
去
る
約
五
百
年
の
背
西
暦
第
十
五
樅
紀
の
初
で
、

“'i 木

の
ナ
ボ
リ
派
に
至
っ
て
悲
牡
歌
劇
が
現
今
の
形
式
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
の
に
比

鑑

賞

和
歌
の
氣
訊
も
俳
諧
の
風
情
も
、
文
人
叢
俳
霊
の
雅
致
も
、
挿
花

一
言
で
い
へ
ば

西
洋
の
オ
ペ
ラ
が
漸
く
第
十
六
冊
紀
に
、
伊
太
利
の

Caccini

そ
れ
は
賞

そ
れ
は

H
本
獨
特
の
債
値
あ
る
も
の
と
い
ふ
意

阪

倉

篤

太

郎

五
0



能

架

鑑

賞

ほ

の

ぐ

ら

き

江

に

水

落

つ

る

山

W
a
g
n
e
r
 
な
ど
は
そ
れ
よ
り
更
に
百
年
以
上
の
後
に
出
た
こ
と
だ
け
を
比
較
し
て
も
、
吾
人
は
大

き
た
國
民
的
の
誇
を
戚
ず
る
の
を
禁
じ
得
な
い
。

に
、
将
軍
や
諸
侯
の
保
設
奨
動
の
下
に
従
々
進
化
し
て
、
終
に
一
工
藤
頃
ま
で
に
殺
展
の
極
に
逹
し
、
博
は
つ
て
今

H
に

及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
長
い
梢
革
を
有
す
る
に
伴
な
っ
て
、
年
を
重
ね
て
次
第
に
洗
煉
ざ
れ
た
結
果
、
現
在
の
能
柴
が
そ
の
成
立

常
時
よ
り
一
屠
寓
賞
味
を
失
っ
て
来
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
而
も
象
徴
的
表
現
が
能
柴
本
来
の
主
な
る
特
性

で
あ
る
こ
と
は
、
之
を
我
が
國
一
般
の
藝
術
、
特
に
能
榮
の
完
成
期
た
る
室
町
時
代
に
於
け
る
他
の
藪
術
に
微
し
て
も

推
測
に
餘
り
が
あ
る
。
例
へ
ば
俳
諧
の
連
歌
の
如
き
も
、
初
は
機
智
を
主
と
し
た
言
語
上
の
末
技
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も

の
が
、
室
町
時
代
に
至
っ
て
旬
々
獨
立
し
た
詩
想
を
詠
じ
た
前
後
の
句
の
間
に
、
文
法
上
の
賜
係
は
無
く
と
も
ふ
息
義
上

の
連
絡
が
あ
っ
て
、
詩
想
の
融
和
ざ
へ
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
河
越
千
句
（
以

□）
の

月

う

す

く

峯

の

櫻

に

う

つ

ろ

ひ

て

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
但
し
江
戸
時
代
に
な
る
と
更
に
、
二
句
間
の
連
接
の
み
で
な
く
一
面
乃
至
一
巻
の
髪
化
に
も
着

遠
く
見
て
行
け
ば
か
す
ま
ぬ
春
野
か
な

明

く

る

木

棺

の

の

ど

か

な

る

色

／
 

心

敬）

（
道
健
）

（
義
藤
）

（
宗

祇
）

Rossini •
獨
の

五

ざ
う
し
て
江
戸
時
代
に
入
る
と
能
柴
は
武
家
の
式
柴
と
た
っ
た
＼
め



H
す
る
や
う
に
な
っ
た
。

と
も
か
く
俳
諧
の
妙
味
は
、
句
の
連
接
に
説
明
的
な
表
現
を
用
ゐ
ず
し
て
、
直
覺
的
に
全
骰

と
し
て
の
情
趣
を
悟
ら
せ
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
緒
董
の
方
面
で
も
狩
野
派
の
疲
殷
は
、
逍
勁
な
筆
勢
に
氣
格
を
表

従
つ
て
能
衆
も
亦
こ
の
時
代
の
趨
勢
に
基
い
て
、
簡
素
で
而
も
合
蓄
の
深
い
象
徴
的
外
形
に
よ
っ
て
、
内
容
の
幽
玄

閑
寂
、
換
言
ず
れ
ば
ざ
び
の
あ
る
静
か
な
美
し
ざ
、

常
然
で
あ
る
。

即
ち
餘
訊
に
富
み
氣
品
の
懸
か
な
趣
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は

尤
も
こ
の
象
徴
的
表
現
法
は
、
元
来
必
ず
し
も
全
く
物
興
似
を
避
け
寓
賞
を
離
れ
る
の
を

H
的
と
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
の
が
、
多
年
の
洗
煉
を
経
る
中
に
博
統
的
約
束
が
完
成
ざ
れ
て
、
現
今
の
如
き
腹
藝
式
所
作
と
定
ま

っ
た
も
の
も
少
く
な
い
。
現
に
「
隅
田
川
」
で
、
塚
の
作
物
の
中
か
ら
子
方
の
念
佛
が
聞
え
た
り
、

そ
の
亡
憲
が
見
え

つ
隠
れ
つ
し
た
り
す
る
、
寓
賞
的
手
法
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
な
ど
は
、
賞
戚
に
過
ぎ
る
と
い
ふ
非
難
も
あ
る
が
、
劇

的
蚊
果
は
確
か
に
大
き
く
（
見
方
に
よ
っ
て
は
上
に
柳
と
木
の
葉
を
芦
耳
い
た
作
り
物
は
、
黒
頭
を
戴
い
た
子
方
の
幻
の
象

上
に
象
る
）
を
見
込
む
心
持
で
居
る
の
な
ど
は
、

徴
と
も
解
ぜ
ら
れ
る
）
、
又
「
葵
上
」
の
シ
テ
（
六
條
御
息
所
）
が
揚
幕
を
出
な
い
中
か
ら
、
舞
豪
正
面
先
の
小
袖
（
葵

看
客
に
見
せ
な
い
腹
藝
式
窺
賓
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
露
骨
な
説
明
を
嫌
つ
て
婉
曲
な
表
現
を
愛
し
、
煩
瑣
な
推
論
を
喜
ば
ず
し
て
括
淡
な
悟
入
を
好
む
我
が

國
民
性
は
、
藝
術
基
調
と
し
て
遺
憾
無
く
〗
血
業
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。

特
に
西
洋
藝
術
と
、
論
理
の
飛
躍
に
因
る
直
覺
を
長
所
と
ず
る
我
が
古
典
藝
術
と
の
相
違
貼
の
一
つ
で
、
色
や
形
の
細

現
ず
る
北
宗
霊
風
の
輸
入
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

懐

屯`ィー

そ
れ
が
や
が
て
推
理
を
特
徴
と
ず
る
垢
代
藝
術
、

五



能

衆

鑑

賞

緻
た
描
寓
を
旨
と
す
る
西
洋
董
と
、
線
の
活
氣
あ
る
躍
動
を
主
と
ず
る
我
が
國
の
墨
統
と
を
比
較
し
て
も
、
雨
者
の
差

が
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。
か
や
う
に
し
て
能
榮
は
象
徴
性
に
富
ん
だ
、
言
は
ゞ
悟
り
の
藝
術
で
あ
る
以
上
、

の
態
度
も
DU

平
に
目
で
見
、
耳
で
開
く
ば
か
り
で
な
く
、
頭
で
か
み
し
め
心
で
味
つ
て
、
曲
全
怜
に
た
ゞ
よ
ふ
氣
分
を
戚

得
し
、
情
調
を
賞
翫
す
る
や
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
能
柴
は
、
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
種
々
の
歌
謡
・
昔
栗
・
舞
踊
を
融
和
綜
合
し
た
も
の
で
、
謡
・
囃
子
・
役

者
の
三
位
云
瞑
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
者
が
相
椅
つ
て
は
じ
め
て
そ
の
褻
術
美
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

應
用
し
て
綴
錦
式
に
織
交
ぜ
た
も
の
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
全
骰
と
し
て
一
種
の
情
調
の
威
得
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
俳

諧
な
ど
と
同
じ
煩
向
で
あ
る
。
例
へ
ば
「
高
砂
」
の
シ
テ
尉
と
ッ
レ
姥
と
が
橋
懸
に
向
き
立
つ
て

シ

テ

シ

テ

ッ
レ
高
砂
の
松
の
春
風
吹
き
く
れ
て
、
尾
上
の
鋒
も
響
く
な
り
。
ッ
レ
波
は
霞
の
磯
が
く
れ
ッ
と
音
こ
そ
潮
の
瀾
干

と
謡
ふ
の
を
聞
く
と
、

（
千
載
集
の
「
高
砂
の
尾
上
の
鐘
の
昔
す
な
り
、
聰
か
け
て
霜
ゃ
霞
く
ら
ん
」
に
よ
る
）
、
油
竺
は
需
臼
に
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
岸
う
つ
立
日
の
遠

い
近
い
で
潮
の
瀾
干
が
知
ら
れ
る
、

な
れ
。

高
砂
の
松
に
の
ど
か
な
春
風
が
吹
い
て
、

先
づ
歌
詞
の
方
面
を
見
て
も
「
謡
」
が
、

五

カ
ケ
リ
と
た
る
あ
た
り
の

日
は
暮
方
で
入
相
を
告
げ
る
尾
上
の
鐘
が
響
く
よ

そ
の
鑑
賞

―
つ
／
＼
ほ
殆
ど
闊
係
の
無
い
美
辮
麗
句
や
故
事
成
語
を
、
掛
詞
や
緑
語
を

と
い
ふ
文
謡
に
よ
っ
て
播
州
高
砂
の
濱
の
景
色
が
、
寓
賓
的
叙
述
を
埃
た
ず
し
て

陪
示
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
し
、
「
隅
田
川
」
の
ジ
テ
狂
女
が
橋
懸
か
ら
舞
豪
に
入
っ
て
、



ヽ

ど
ァ
開
く
や
い
か
に
う
は
の
空
な
る
風
だ
に
も
地
松
に
昔
す
る
習
ひ
あ
り
。

ヽら
み
て
や
明
け
暮
れ
ん
。

と
い
ふ
詞
章
を
味
ふ
と
、

今
集
の
「
聞
く
や
い
か
に
う
は
の
空
な
る
風
だ
に
も
、
ま
つ
に
昔
す
る
否
ひ
あ
り
と
は
」
に
よ
る
）
の
に
、
行
方
を
探
し
て
ゐ
る
我
が
子
は
な

、
、
、

ぜ
音
｀
｀
つ
れ
を
し
な
い
の
か
と
怨
み
、
葛
の
葉
末
に
罹
く
露
の
如
く
脆
く
は
か
な
い
浮
恨
に
、
恨
め
し
い
日
を
過
す
（
新
古

今
集
の
「
我
が
懲
は
松
を
時
雨
の
そ
め
か
ね
て
、
買
葛
ヶ
原
に
風
さ
わ
ぐ
な
り
」
に
よ
る
）
不
幸
な
身
を
か
こ
っ
、

僻
を
用
ゐ
ず
し
て
巧
に
描
き
出
ざ
れ
て
ゐ
る
。

次
に
舞
壷
に
し
て
も
、

板
に
描
か
れ
た
松
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
共
通
の
背
景
で
あ
る
し
、
舞
豪
装
謹
と
し
て
の
作
り
物
や
小
道
具
な
ど
も
、
大
抵

簡
附
な
骨
組
だ
け
の
形
ば
か
り
で
、
例
へ
ば
飛
行
機
の
翼
の
如
き
「
舟
辮
擬
」
の
舟
や
、

「
盛
久
」
の
輿
の
類
、

天
蓋
の
や
う
な
屋
根
だ
け
の

し
て
討
た
れ
る
人
物
は
笠
だ
け
を
舞
壷
に
残
し
て
ざ
つ
／
＼
と
臆
病
口
か
ら
退
出
さ
せ
て
お
く
。
大
人
の
役
を
子
供
に

演
ぜ
ざ
せ
る
こ
と
、
例
へ
ば
「
草
矛
洗
小
町
」
の
王
、
「
舟
耕
慶
」
の
判
官
な
ど
に
子
方
を
使
ふ
の
も
、
主
役
を
際
立
た

チ
ゴ

せ
る
目
的
も
あ
る
が
（
兒
闊
係
に
も
よ
る
）
、
と
に
か
く
寅
戚
味
を
避
け
て
紳
型
悲
哀
の
梢
を
表
象
す
る
に
有
奴
な
ら
し

登
場
人
物
な
ど
も
用
事
が
清
め
ば
ど
し
／
＼
退
場
す
る
が
、

甚
だ
し
き
は
「
望
月
」
「
放
下
僧
」
の
如
き
曲
で
、

敵
と

母
親
の
悲
歎
が
説
明
的
言

、

、

シ
•
こ
県
葛
が
原
の
露
の
世
に
地
身
を
う

懐

徳

、、

心
な
き
風
で
ざ
へ
待
っ
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
松
に
音
を
立
て
＼
吹
く
の
が
常
で
あ
る
（
新
古

一
曲
の
中
に
京
都
と
も
な
れ
ば
録
倉
と
も
な
り
、
室
内
と
も
な
れ
ば
戸
外
と
も
な
る
が
、
銭

ざ
て
は
乗
馬
の
心
で
仲
國
（
「
小
督
」
の
シ
テ
）

の
携
へ
る
鞭
な
ど
、
象
徴
的
な
の
が
多
い
。
又

五
四



能

築

鑑

賞

め
る
た
め
で
あ
る
。

夏
に
役
者
、
就
中
シ
テ
即
ち
主
役
の
所
作
に
就
い
て
も
、

く
心
持
を
面
の
僅
か
な
動
か
し
方
で
表
は
し
た
り
、

或
は
無
意
義
な
仕
草
を
ざ
へ
も
加
へ
て
、

特
に
居
グ
セ
な
ど
に
於
て
は
シ
テ
は
殆
ど
所
作
を
演
ぜ
ず
、

見
う
け
る
が
、

ク
セ
は
一
曲
中
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
ら
、

の
腹
墓
を
戚
得
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
lPJ
じ
「
中
之
舞
」
で
も
、

五
五

そ
の
演
出
様
式
郎
ち
型
に
は
、
例
へ
ば
月
を
見
、
鋒
を
開

心
の
は
れ
や
か
ざ
や
恥
か
し
ざ
を
扇
の
使
ひ
方
で
示
す
と
い
ふ
や

う
な
、
洗
煉
ざ
れ
た
有
意
義
な
象
徴
的
表
現
に
富
ん
で
ゐ
る
が
、
時
と
し
て
は
意
味
の
連
絡
無
き
個
々
の
型
を
糾
合
せ
、

而
も
何
と
な
し
に
或
情
調
を
観
衆
に
戚
じ
ざ
せ
よ
う
と
す
る
。
就
中
ク
セ
、

た
ゞ
地
謡
に
自
已
の
心
境
と
か
、
教
化
の
趣
意
と
か
、
故

お
し
や
べ
り
を
し
た
り
す
る
看
客
を
贋
々

ひ
た
す
ら
地
謡
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
テ

栂
の
病
を
氣
づ
か
ふ
「
熊
野
」
の
心
中
を
察
せ
ず
に
は
、

演
者
の
進
み
か
ね
た
舞
の
足
ど
り
の
他
曲
と
ち
が
つ
て
ゐ
る
所
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

尤
も
そ
れ
に
は
豫
じ
め
、
謡
の
文
句
の
平
息
味
は
勿
論
、
全
曲
を
支
配
す
る
情
調
な
ど
を
も
明
ら
か
に
會
得
し
て
謹
く

準
備
を
必
要
と
す
る
が
、
而
も
謡
曲
の
詞
章
は
難
解
な
箇
所
も
少
く
な
い
か
ら
、

そ
の
研
究
に
費
す
べ
き
努
力
は
相
常

に
大
き
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
こ
れ
を
等
閑
に
し
て
は
た
ら
ぬ
。
然
ら
ず
ん
ば
例
へ
ば
「
葵
上
」
で
ッ
レ
の
巫
女
が
「
不

思
議
や
な
誰
と
も
見
え
ぬ
上
脱
の
破
れ
車
に
召
ざ
れ
た
る
に
、
青
女
房
と
思
し
き
人
の
牛
も
無
き
車
の
輯
に
と
り
つ
き
、

、
、
、
.

ざ
め
人
＼
と
泣
き
給
ふ
い
た
は
し
ざ
よ
」
と
謡
ふ
中
に
、
所
謂
青
女
房
で
は
な
い
シ
テ
の
六
條
御
息
所
が
橋
懸
の
欄
千

事
来
服
な
ど
を
語
ら
せ
る
だ
け
な
の
で
、

つ
い
退
屈
し
て
脇
見
を
し
た
り
、



と
も
盆
と
も
見
ら
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
を
免
れ
ら
れ
な
い
と
は
2

へ、

を
車
の
輯
に
見
立
て
＼
、
片
手
を
か
け
つ
＼
シ
ヲ
rJV

と
い
ふ
や
う
な
、
は
き
ち
が
ひ
を
讃
歎
し
た
り
、
「
舟
辮
慶
」
の
「
船

子
ど
も
、

は
や
攪
を
と
く

l
＼
と
勧
め
申
ぜ
ば
、

御
前
が
橋
懸
の
方
へ
招
き
扇
を
す
る
替
の
型
な
ど
を
見
て
、
船
頭
た
ち
が
御
船
の
蔑
を
解
い
て
疾
く
御
出
骰
を
と
勘
め

申
す
、

と
い
ふ
意
味
の
原
文
の
誤
解
か
ら
、

な
矛
盾
し
た
演
出
で
あ
る
の
に
氣
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

常
に
相
戒
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

判
官
も
旅
の
や
ど
り
を
出
で
給
へ
ば
」
と
い
ふ
地
謡
で
、

判
官
と
の
別
れ
を
惜
し
む
静
が
早
く
痙
を
解
け
と
船
頭
を
急
が
せ
る
や
う

か
や
う
な
錯
誤
に
陥
る
こ
と
は
演
者
は
勿
論
、
観
衆
も

、、

囃
子
郎
ち
伴
奏
も
、

nn
平
調
な
が
ら
も
氣
分
の
醸
成
に
役
立
つ
も
の
で
、
例
へ
ば
「
舟
僻
慶
」
の
跛
の
波
頭
は
怒
濤
の

、、、、

押
し
寄
せ
る
巧
な
表
現
で
あ
り
、
「
高
砂
」
の
健
之
一
啓
が
住
吉
・
高
砂
の
松
の
精
た
る
、
老
翁
老
娯
の
厳
粛
な
登
場
を

除
想
せ
し
め
る
に
鉄
く
べ
か
ら
ざ
る
類
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
歌
詞
・
所
作
・
伴
奏
の
三
者
を
通
じ
て
象
徽
性
の
著
し
い
こ
と
が
、

色
と
す
る
所
以
で
あ
る
が
、
勿
論
一
般
に
、
簡
素
枯
淡
な
形
式
の
賠
示
す
る
、
幽
玄
閑
寂
な
内
容
を
有
す
る
藪
術
は
、

豫
備
知
識
無
し
に
は
、

一
方
か
ら
考
へ
る
と
、
簡
箪
な
形
式
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
見
る
者
の
想
像
を
追
う
す
る
餘
地
が
廣
く
、
寧
ろ
比
較
的
自
由
な
観
察
の
で
き
る
興
味
が
多
い
こ
と
も

事
賓
で
、

懐

穏

五
六

シ
テ
の
静

や
が
て
能
栗
の
直
覺
的
秘
入
を
特

か
な
り
理
解
し
難
い
も
の
で
、
例
へ
ば
一
筆
描
き
の
墨
緯
の
名
月
も
、
無
風
流
者
に
は
丸
い
餅

わ
た
し
が
背
て
京
都
龍
安
寺
の
石
庭
「
虎
の
子
渡
し
」
を
見
物
し
た
時
に
、
敷

H
前
「
俊
寛
」
の
能
を
見
て



能

架

鑑

賞

あ
る
。
然
る
に
現
に
海
外
諸
國
で
は
能
業
の
研
究
者
も
少
か
ら
ず
、

鑑
賞
を
も
専
門
家
乃
至
一
部
好
事
家
の
み
の
手
に
委
ね
て
、

ら
れ
る
の
も
、

あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
が
、

傾
け
て
本
に
し
る
し
を
附
け
た
り
、

づ
か
ら
悟
入
の
域
に
逹
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
。

五
七 氏

は
、

氏

一
般
か
ら
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
興
に
逍
憾
な
こ
と
で

戚
激
の
新
た
で
あ
っ
た
わ
た
し
の
目
に
は
、
子
を
つ
れ
て
水
を
渡
る
親
虎
を
象
っ
た
こ
の
石
組
が
、
渚
に
ひ
れ
伏
し
て

康
頼
・
成
経
等
と
の
名
歿
を
惜
し
む
、
梢
然
た
る
俊
寛
の
姿
を
映
じ
た
経
験
が
あ
る
。
要
す
る
に
能
榮
は
博
統
的
約
束

を
知
ら
な
い
素
人
に
は
、
到
底
そ
の
興
債
を
認
め
難
い
の
み
な
ら
ず
、
却
て
誤
っ
た
印
象
を
興
へ
る
で
あ
ら
う
と
恐
れ

そ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、
豫
備
知
識
と
し
て
そ
の
曲
の
筋
と
文

句
と
に
相
常
な
理
招
を
持
つ
て
居
て
、
全
身
の
紳
経
を
打
ち
こ
ん
で
舞
壷
を
熟
視
し
ざ
へ
す
れ
ば
ー
ー
ー
節
に
の
み
耳
を

仕
舞
の
型
の
所
以
外
は
傍
見
を
し
た
り
す
る
な
ど
は
以
て
の
外
で
あ
る
ー
|
|
お
の

否
む
し
ろ
所
謂
玄
人
の
陳
腐
な
解
秤
に
囚
は
れ
な
い
、
泄
新
な

加
之
こ
の
直
覺
的
悟
人
は
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
推
論
的
理
解
を
重
ん
ず
る
西
洋
藝
術
と
最
も
趣
を
異
に
す
る
特

色
で
あ
る
か
ら
、
能
柴
こ
そ
は
國
民
的
精
紳
文
化
の
代
表
的
産
物
と
し
て
冊
界
に
誇
る
に
足
る
も
の
で
、
我
が
國
民
が

畢
つ
て
符
重
愛
護
す
べ
き
は
贅
翔
を
須
ゐ
な
い
。

有
す
る
賜
係
上
、
最
近
ま
で
門
外
漢
の
到
底
近
づ
き
得
な
い
、

批
評
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
そ
の
骰
逹
の
歴
史
か
ら
貴
族
的
保
守
的
傾
向
を

プ

IV
ヂ
ヨ
ア
の
玩
ぶ
遊
戯
と
し
て
、
研
究
は
も
と
よ
り

英
國
の
詩
人

W
a
l
e
y
 

占

'
T
h
e
N
o
 P
l
a
y
s
 
of 
Iaptm"
を
著
は
し
、
．
佛
國
の

P
e
r
i
氏
は

"
C
i
n
q
N01n
を
出
し
、

十
数
年
前
既
に

愛
閾
の
文
豪

Y
g
t
s



る
あ
ま
り
、

こ
の
拙
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

徳

は
所
謂

N
o
b
l
e
P
l
a
y
に
摸
じ
た
戯
曲
「
鷹
の
．
泉
」
を
書
い
て
、

G
u
n
d
e
r
t
氏
の
論
文
な
ど
も
泄
に
公
に
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
う
つ
か
り
ず
る
と
浮
世
継
の
や
う
に
逆
に
西
洋
人
か
ら
教
へ
ら
れ
る
や
う
た
事
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
か
ら
、

國
民
の
志
あ
る
者
は
進
ん
で
こ
れ
が
研
究
に
力
を
愈
皿
し
、

骰
に
専
門
的
研
究
は
姑
く
特
別
の
人
々
に
任
せ
て
お
く
と
し
て
、
少
く
と
も
そ
の
鑑
賞
に
就
い
て
は
國
民
一
般
が
一
層

の
闊
心
を
持
つ
や
う
に
な
っ
て
、
我
が
國
文
化
の
特
徴
が
再
認
識
せ
ら
れ
る
こ
と
を
焦
眉
の
急
と
す
る
の
で
あ
る
。

数
年
来
學
生
招
待
の
能
業
鑑
賞
會
が
各
地
で
盛
に
行
は
れ
る
に
つ
れ
て
、
，
彼
等
學
生
の
囚
は
れ
ざ
る
観
察
に
よ
る
純

健
な
戚
想
を
屡
ば
兄
開
す
る
に
つ
け
、
愈
虚
胆
柴
鑑
賞
の
普
逼
化
ー
通
俗
化
・
大
衆
化
は
避
け
た
い
が
ー
を
切
望
す

こ
の
國
賓
的
藝
術
の
箕
債
を
間
明
す
べ
き
は
常
然
で
あ
る
が
、

が
、
近
時
益
々
そ
の
研
究
熱
が
盛
に
な
り
つ
＼
あ
っ
て
、
獨
國
人

懐

七
の
演
出
に
瑕
面
を
用
ゐ
た
の
は
周
知
の
事
賓
で
あ
る

五
八


