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は
じ
め
に

|
《
杜
若
》

「
恋
之
舞
」
の
演
出
意
図
と
そ
の
影
響
ー

現
行
観
世
流
の
小
書
（
特
殊
演
出
）
に
は
、
十
五
世
観
世
大
夫
元

章
（
享
保
七
年
[
-
七
ニ
ニ
]
i
安
永
三
年
[
-
七
七
四
]
)
の
創
案
に
よ

る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
元
章
に
よ
る
演
出
面
で
の
改
革
が
現

在
の
観
世
流
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
甚
大
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
影

響
の
大
き
さ
は
、
山
中
玲
子
氏
の
「
観
冊
元
章
の
小
書
を
め
ぐ
っ

(
l
)
 

て
」
に
よ
っ
て
、
既
に
概
観
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
小
書
に
関
し

(
2
)
 

て
も
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
現
在
、
観
世
流
の
《
杜

若
》
に
付
さ
れ
る
「
恋
之
舞
」
の
小
書
も
そ
の
よ
う
な
元
章
の
工
夫

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
元

章
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
小
書
「
恋
之
舞
」
の
演
出
意
図
を
分
析
し
、

更
に
、
そ
の
「
恋
之
舞
」
と
類
似
し
た
内
容
を
持
つ
、
宝
生
流
の
小

書
「
沢
辺
之
舞
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

観
世
大
夫
元
章
の
小
書

「
恋
之
舞
」

の
全
容
と
演
出
意
図

ま
ず
、
《
杜
若
》
の
構
成
と
梗
概
を
述
べ
て
お
く
。

旅
の
僧
（
ワ
キ
）
が
三
河
の
国
を
訪
れ
、
今
を
盛
り
と
咲
く
杜
若

の
花
を
愛
で
る
〈
第
一
段
・
第
二
段
〉
。
そ
こ
へ
、
女
（
シ
テ
）
が
現
れ
、

僧
に
こ
こ
三
河
の
国
八
橋
が
杜
若
の
名
所
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
八
橋

の
杜
若
が
『
伊
勢
物
語
」
に
あ
る
業
平
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
教
え
る
〈
第
三
段
〉
。
女
は
僧
を
自
身
の
庵
へ
と
招
き
、
冠
と
唐

衣
を
着
し
て
見
せ
〈
第
四
段
〉
、
こ
れ
こ
そ
高
子
の
后
の
御
衣
と
業

平
の
五
節
の
舞
の
冠
だ
と
言
う
。
ま
た
、
自
ら
は
杜
若
の
精
で
あ
る

と
明
か
し
、
業
平
は
歌
舞
の
菩
薩
の
化
現
で
あ
る
と
言
う
〈
第
五
段
〉
。

さ
ら
に
、
初
冠
の
こ
と
に
始
ま
る
『
伊
勢
物
語
j

に
書
か
れ
た
業
平

の
二
条
后
へ
の
恋
、
三
河
や
八
橋
に
象
徴
さ
れ
る
多
く
の
女
人
た
ち

と
の
交
情
が
、
陰
陽
の
神
と
し
て
の
下
化
衆
生
の
方
便
で
あ
っ
た
こ

と
を
語
り
〈
第
六
段
〉
、
花
前
の
舞
を
舞
う
〈
第
七
段
〉
。
草
木
成
仏
、

橋

場

夕

佳
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女
人
成
仏
の
仏
果
を
得
て
杜
若
の
精
は
消
え
去
り
、
夜
は
明
け
て
い

く
〈
第
八
段
〉
。

以
上
が
《
杜
若
》
の
通
常
の
形
で
あ
る
が
、
山
崎
有
一
郎
氏
の
「
小

(3)

（

4
)
 

書
能
を
見
る
」
、
及
び
森
田
光
春
氏
の
『
能
楽
覚
え
書
帖
』
に
よ
る
と
、

現
在
の
観
世
流
で
は
「
恋
之
舞
」
の
小
書
が
付
さ
れ
る
と
、
以
下
の

よ
う
に
上
演
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
六
段
の
ク
リ
・
サ
シ
・

ク
セ
に
あ
た
る
箇
所
が
全
て
省
略
さ
れ
、
第
五
段
の
地
次
第
「
着
つ

つ
や
舞
を
奏
づ
ら
ん
」
か
ら
、
す
ぐ
に
第
七
段
の
シ
テ
の
謡
「
花
前

に
蝶
舞
ふ
、
紛
々
た
る
雪
」
と
な
り
、
地
謡
の
「
柳
上
に
鶯
飛
ぶ
片
々

た
る
金
」
の
後
、
序
の
舞
と
な
る
。
序
の
舞
も
常
の
形
と
は
異
な
る
。

序
の
舞
の
二
段
で
一
巡
延
ば
し
て
橋
掛
り
へ
行
き
、
水
鏡
に
自
身
の

姿
を
映
し
て
見
込
む
型
を
し
、
常
座
へ
戻
っ
て
三
段
と
な
る
。
笛
は

二
段
ヲ
ロ
シ
で
「
恋
之
手
」
と
い
う
特
殊
な
習
ノ
手
を
吹
き
、
二
段

目
か
ら
盤
渉
に
調
子
が
上
が
る
。
常
の
演
出
で
は
、
第
五
段
の
最
後

の
地
謡
「
袖
を
都
に
、
返
さ
ば
や
」
で
イ
ロ
エ
（
舞
台
を
一
巡
す
る
働
事
）

が
入
る
が
、
「
恋
之
舞
」
の
時
は
、
第
八
段
の
シ
テ
の
謡
「
昔
男
の

名
を
と
め
し
」
で
短
い
イ
ロ
エ
が
入
る
。
装
束
も
常
の
も
の
と
は
異

な
り
、
初
冠
に
心
葉
（
大
嘗
会
な
ど
宮
中
の
行
事
の
時
、
か
ざ
し
と
し
て
冠

に
付
け
る
造
花
）
を
付
け
て
、
日
陰
の
糸
と
呼
ば
れ
る
組
糸
を
冠
の
左

右
の
拌
か
ら
長
く
垂
ら
し
、
真
太
刀
を
侃
く
。
こ
の
た
め
、
常
の
装

束
よ
り
一
層
華
や
か
な
印
象
が
強
く
な
る
。

父
清
親
か
ら
元
章
へ
相
伝
さ
れ
た
習
事
の
目
録
で
あ
る
『
観
世
大

夫
元
章
相
伝
目
録
』
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に
「
恋
之
舞
」
に
つ
い
て
の
言

及
が
な
く
、
元
章
か
ら
の
伝
授
事
を
弟
子
の
浅
井
織
之
丞
が
ま
と
め

た
『
元
章
習
事
伝
授

H
録
」
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に
は
「
恋
之
舞
」
の
言

及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
恋
之
舞
」
が
元
章
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
、
右
に
述
べ
た
「
恋
之
舞
」
は
現
在

の
観
世
流
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
全
て
が
そ
の
ま
ま
元
章

が
考
案
し
た
「
恋
之
舞
」
の
演
出
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以

下
、
そ
の
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
現
在
二
段
ヲ
ロ
シ
で
吹
か
れ
る
「
恋
之
手
」
と
い
う
習
ノ

手
は
「
恋
之
舞
」
成
立
当
時
か
ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

(
5
)
 

森
田
光
春
氏
の
前
掲
害
に
お
い
て
、
「
な
お
こ
の
一
一
段
ヲ
ロ
シ
は
成

立
当
時
、
森
田
の
笛
、
大
倉
の
小
鼓
、
観
世
の
太
鼓
の
申
合
せ
で
で

き
た
も
の
で
、
即
ち
大
倉
が
ノ
ッ
ト
、
観
世
が
流
シ
を
打
つ
の
で
、

笛
も
拍
子
に
合
っ
た
神
舞
の
初
段
ヲ
ロ
シ
の
替
の
手
を
吹
く
。
後
に

幸
流
の
ヲ
ロ
シ
の
手
、
金
春
の
コ
イ
合
（
大
鼓
は
常
に
コ
イ
合
）
の
ゆ

え
に
笛
は
拍
子
に
合
わ
な
い
「
恋
の
手
」
を
吹
く
よ
う
に
な
っ
た
」

(
6
)
 

と
あ
る
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
の
「
笛
譜
」
（
江
戸
後
期
写
。

森
田
流
笛
唱
歌
の
抄
出
に
曲
ご
と
の
心
得
を
付
載
す
る
）
で
は
、
「
黒
塚
、
融
、

恋
ノ
手
口
博
」
と
あ
り
、
「
森
田
光
豊
直
伝
」
と
あ
る
早
稲
田
大
学

(
7
)
 

演
劇
博
物
館
蔵
「
笛
会
調
付
並
譜
秘
伝
書
』
（
明
和
九
年
[
-
七
七
己
写
）

に
お
い
て
も
、
「
恋
ノ
手
、
湯
谷
、
八
島
、
舟
弁
慶
、
楊
貴
妃
、
班
女
、

角
田
川
、
小
督
、
海
士
、
融
、
各
吹
様
有
」
と
あ
る
よ
う
に
、
観
世

170 



流
の
座
付
き
で
あ
っ
た
森
田
流
笛
伝
書
に
お
い
て
も
、
管
見
の
限
り

で
は
《
杜
若
》
に
「
恋
の
手
」
を
吹
く
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
ず
、

森
田
氏
の
説
明
を
裏
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
は
「
恋
之
舞
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
、

初
冠
に
心
葉
と
日
陰
の
糸
を
付
け
、
真
太
刀
を
倶
く
と
い
っ
た
常
の

も
の
よ
り
華
美
な
装
束
は
、
元
章
の
創
案
し
た
「
恋
之
舞
」
の
小
書

に
付
随
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
章
の
演
出
の

影
響
下
に
成
立
し
た
能
型
付
で
あ
る
『
乱
舞
能
附
』
、
同
様
の
性
格

を
持
つ
装
束
付
で
あ
る
『
面
衣
装
附
』
に
よ
る
と
、
物
着
の
後
の
シ

テ
の
装
束
は
次
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
（
句
読
点
は
筆
者
が
付

し
た
。
ま
た
、
括
弧
内
は
筆
者
注
）

物
着
有
。
上
着
を
脱
、
冠
、
臨
懸
（
「
お
い
か
け
」
と
読
ま
せ
る
か
）
、

但
、
組
掛
ハ
不
用
。
紫
地
の
長
絹
着
る
。
或
ハ
白
地
の
長
絹
、

標
地
に
て
も
。
此
長
絹
は
た
け
た
か
き
よ
し
。
或
菖
蒲
の
雹
を

ヵ
<

「
乱
舞
能
附
』
『
面
衣
装
附
』
と
も
同
内
容
で
、
こ
の
装
束
は
常
の

形
の
も
の
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
組
掛
ハ
不
用
」
と
指
示
し
、
「
或
、

菖
蒲
の
髪
を
か
く
」
と
指
定
し
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
「
組
掛
」

は
「
日
陰
の
糸
」
と
同
様
の
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
菖

蒲
の
翌
」
は
『
観
世
流
作
り
物
』
に
お
い
て
も
「
杜
若
ア
ヤ
メ
ノ

大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
な
ど
の
神
事
に
奉
仕
す
る
官
人
が
、
髪
と

カ
ツ
ラ
、
造
花
」
と
い
っ
た
記
事
が
絵
図
入
り
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
現
在
は
「
恋
之
舞
」
の
小
書
に
必
ず
伴
う
前

述
の
よ
う
な
華
や
か
な
装
束
は
、
元
章
の
考
案
し
た
「
恋
之
舞
」
に

は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
行
観
世
流
の
「
恋
之
舞
」
と
元
章
の
考
案
し
た

そ
れ
と
の
相
違
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
元
章
の
「
恋
之
舞
」
の
演
出

に
ど
の
よ
う
な
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
。
現
在
で
は

観
世
流
は
元
よ
り
他
流
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
「
菖
蒲
の

(8) 

茎
」
と
は
、
『

H
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

端
午
の
節
会
に
用
い
る
、
シ
ョ
ウ
ブ
で
作
っ
た
頭
に
つ
け
る

飾
り
。
糸
所
よ
り
宮
中
に
献
じ
、
天
子
、
群
臣
と
も
に
男
は
冠

に
つ
け
、
女
は
髪
に
さ
し
た
。
邪
気
を
払
う
た
め
と
い
う
。
そ

ぶ
の
か
づ
ら
。

こ
の
よ
う
に
端
午
の
節
会
で
用
い
ら
れ
る
「
菖
蒲
の
茎
」
に
対
し

て
、
現
在
「
恋
之
舞
」
の
小
書
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ひ
か
げ

(9) 

の
糸
」
は
「
ひ
か
げ
の
茎
」
と
し
て
、
「
有
職
故
実
大
辞
典
』
に
次

の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

171 



し
て
頭
上
か
ら
左
右
に
懸
け
垂
れ
た
斎
忌
の
標
識
。
本
来
は
原

野
に
長
く
這
い
伸
び
て
繁
茂
す
る
常
緑
羊
歯
の
一
種
の
蔓
草

で
、
こ
れ
を
か
ざ
し
と
し
て
太
陽
光
線
の
直
射
を
防
ぐ
こ
と
か

ら
日
陰
と
い
う
。
…
中
略
：
神
事
の
儀
容
化
に
つ
れ
て
絹
の
撚

紐
を
結
び
垂
れ
て
日
陰
の
糸
と
も
よ
ば
れ
た
。
…

冠
に
「
ひ
か
げ
の
糸
（
ひ
か
げ
の
茎
）
」
と
心
葉
を
さ
す
演
出
は
、

物
着
の
後
、
賎
の
女
と
見
え
た
シ
テ
の
庵
に
、
こ
の
よ
う
な
煙
び
や

か
な
装
束
の
あ
る
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
尋
ね
る
僧
に
、
シ
テ
の
女

が
「
此
冠
は
業
平
の
豊
の
明
の
五
節
の
舞
の
冠
」
で
あ
る
と
答
え
る

詞
章
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
豊
明
の
節
会
は
大
嘗
祭
の
後
に
豊
楽
殿

で
行
わ
れ
る
宴
で
、
業
平
が
こ
の
宴
の
五
節
の
舞
の
舞
人
で
あ
っ
た

と
い
う
詞
章
の
背
景
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
な
古
注
釈
書
に
よ
る
、

作
品
成
立
当
時
の
中
世
『
伊
勢
物
語
』
理
解
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

む
か
し
、
と
よ
の
あ
か
り
の
せ
ち
へ
の
と
き
、
な
り
ひ
ら
は

五
せ
ち
の
ま
ひ
人
に
て
、
し
の
ぶ
す
り
の
み
こ
ろ
も
を
き
て
、

(10) 

だ
ん
の
ま
ひ
を
ま
い
し
。
（
「
伊
勢
物
語
難
義
注
j

)

元
章
が
、
《
杜
若
》
成
立
当
時
の
『
伊
勢
物
語
』
理
解
を
謡
曲
詞

章
か
ら
削
除
し
、
当
時
彼
の
出
仕
し
て
い
た
田
安
家
に
お
い
て
、
当

主
で
あ
る
田
安
宗
武
や
賀
茂
真
淵
ら
を
中
心
に
、
盛
ん
に
論
議
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
伊
勢
物
語
新
注
に
よ
る
理
解
を
、
改
訂
後
の
詞
章

に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
拙
稿
「
明
和
改
正
謡
本
に
お
け

(11) 

る
『
伊
勢
物
語
』
関
係
曲
ー
新
註
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
」
に
お
い

て
、
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
装
束
の
問

題
と
関
わ
る
改
訂
に
の
み
、
も
う
一
度
触
れ
て
お
く
。
（
〈
正
〉
は
明

和
本
直
前
の
観
世
流
の
本
文
で
あ
る
正
徳
弥
生
本
、
〈
明
〉
は
明
和
本
を
指
す
）

〈
正
〉
是
社
此
寄
に
よ
ま
れ
た
る
唐
衣
、
高
子
の
后
の
御
衣
に

て
候
へ
、
又
冠
ハ
業
平
の
豊
の
あ
か
り
の
五
節
の
舞
の

か
ふ
り
な
れ
は

〈
明
〉
是
こ
そ
う
た
に
よ
ま
れ
た
る
か
ら
こ
ろ
も
に
て
候
へ
、

又
こ
の
冠

ti業
平
の
な
れ
ば

こ
れ
は
、
前
述
の
物
着
の
後
の
場
面
の
詞
章
で
あ
る
が
、
業
平
が

五
節
の
舞
人
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
「
ひ
か
げ

の
糸
」
を
用
い
る
か
わ
り
に
「
菖
蒲
の
雹
」
を
冠
に
付
け
る
と
い
う

装
束
が
、
こ
の
詞
章
改
訂
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
《
杜
若
》
の
装
束
に
「
ひ
か
げ
の
糸
」
を
用
い
る
演
出
が

い
つ
頃
か
ら
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
元
章
以
前
の
資
料

に
「
ひ
か
げ
の
糸
」
に
関
す
る
記
述
を
見
出
せ
ず
、
現
時
点
で
詳
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
「
乱
舞
能
附
」
に
お
け
る
「
組
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掛
ハ
不
用
」
と
い
う
指
定
か
ら
、
少
な
く
と
も
元
章
が
「
恋
之
舞
」

を
考
案
し
た
時
に
は
、
既
に
「
組
掛
（
ひ
か
げ
の
糸
）
」
を
用
い
る
こ

と
が
《
杜
若
》
の
演
出
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
9

現
在
、
《
杜
若
》
の
各
小
害
に
「
ひ
か
げ
の
糸
」
を
用
い
る
演
出
が

伴
う
こ
と
は
、
同
曲
の
小
書
に
付
随
す
る
替
装
束
と
し
て
、
元
章
以

前
に
「
ひ
か
げ
の
糸
」
が
用
い
ら
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
、

元
章
以
後
、
そ
れ
が
「
恋
之
舞
」
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
か
ら
少
し
横
道
に
逸
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
よ
う
な
装
束
に
関
す
る
元
章
の
強
い
関
心
は
《
杜
若
》
一
曲
に

限
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
『
乱
舞
能
附
』
『
面
衣
装
附
』
に
見
ら
れ
る

装
束
の
指
定
は
、
総
じ
て
他
の
装
束
付
の
類
に
は
例
を
見
な
い
程
に

詳
細
で
あ
る
。
こ
の
装
束
を
詳
ら
か
に
指
定
す
る
こ
と
へ
の
執
着
は
、

出
仕
し
た
田
安
家
の
当
主
で
あ
る
田
安
宗
武
の
学
問
的
関
心
に
影
響

さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
武
に
は
「
服
飾
管

(12)

（

13) 

見
』
な
る
著
作
が
あ
り
、
土
岐
善
麿
氏
は
「
田
安
宗
武
第
四
冊
」

に
お
い
て
、
「
そ
の
廣
大
な
規
模
、
透
徹
し
た
識
見
、
周
密
な
記
録

論
證
は
、
近
世
に
お
け
る
服
飾
研
究
史
上
、
稀
有
の
一
大
事
業
た
る

こ
と
は
、
専
門
家
の
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
評
し
て

い
る
。
宗
武
の
遺
稿
整
理
に
あ
た
っ
た
藤
原
孝
綽
、
源
清
良
に
よ
る

安
永
四
年
の
『
服
飾
管
見
」
凡
例
に
は
、
同
書
成
立
ま
で
の
経
緯
が

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
（
句
読
点
は
箪
者
が
付
し
た
）

…
其
上
御
年
わ
か
ふ
お
わ
し
ま
し
、
頃
ほ
ひ
、
荷
田
在
満
て

ふ
人
い
さ
A

さ
か
有
職
の
わ
さ
心
得
た
る
、
御
う
ち
に
仕
へ
奉

り
ぬ
。
さ
れ
ど
御
か
た
は
ら
近
く
も
め
さ
で
、
折
に
ふ
れ
つ
、

人
し
て
尋
さ
せ
給
ふ
事
の
仰
ご
と
な
ど
も
侍
り
し
か
、
程
な
く

お
ほ
や
け
よ
り
在
満
罪
か
う
ふ
る
事
あ
り
て
退
け
ら
れ
し
か

は
、
此
書
の
御
事
に
も
預
り
奉
ら
ず
な
り
に
き
。
其
後
御
年

た
け
さ
せ
給
ひ
し
比
、
加
茂
真
淵
て
う
も
の
を
御
身
近
く
め
し

て
、
此
書
を
も
見
奉
ら
し
め
給
ひ
に
け
れ
ど
、
真
淵
は
い
に
し

へ
の
歌
を
解
る
事
を
の
み
事
と
し
て
侍
り
け
れ
ば
、
よ
そ
ひ
の

事
杯
心
得
ぬ
わ
ざ
の
み
お
ほ
か
め
る
。
さ
れ
ば
御
助
に
成
奉
る

程
の
こ
と
も
な
く
て
侍
り
し
う
ち
、
か
れ
も
ま
た
身
ま
か
り
侍

り
ぬ
。
其
後
は
我
國
の
古
こ
と
学
ふ
も
の
御
内
に
侍
ら
で
む
な

し
く
御
み
つ
か
ら
の
み
さ
た
し
お
は
し
ま
し
ぬ
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
宗
武
の
服
飾
、
有
職
故
実
に
関
す
る
研
究
は
荷

田
在
満
に
人
を
介
し
て
尋
ね
さ
せ
て
い
た
が
、
在
満
が
「
大
嘗
会
便

蒙
』
御
咎
め
一
件
を
機
に
田
安
家
を
退
い
た
後
、
次
い
で
出
仕
し
た

真
淵
も
こ
の
方
面
に
は
通
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
宗
武
は
独
学
で

服
飾
研
究
を
す
す
め
た
と
あ
る
。
こ
の
『
服
飾
管
見
」
以
外
に
も
、

宗
武
に
は
「
玉
函
叢
説
』
に
服
飾
に
関
す
る
著
述
が
見
ら
れ
、
さ
ら

に
、
狛
諸
成
が
後
年
に
服
飾
に
関
す
る
宗
武
の
談
論
を
集
録
し
た
「
服
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飾
漫
語
』
が
あ
り
、
宗
武
の
服
飾
、
有
職
故
実
に
対
す
る
強
い
関
心

の
程
が
窺
え
る
。
こ
の
宗
武
の
服
飾
考
証
に
関
す
る
強
い
学
問
的
関

心
が
、
前
述
の
よ
う
な
詳
細
な
装
束
付
や
《
杜
若
》
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
実
際
の
宮
中
行
事
の
有
職
故
実
に
基
づ
い
た
装
束
の
指
定
と
い

う
形
を
と
っ
て
、
元
章
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

明
和
本
に
お
い
て
、
か
き
つ
ば
た
は
業
平
の
思
い
人
で
あ
る
二
条

の
后
の
形
見
で
あ
る
と
す
る
な
ど
の
、
中
世
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』

理
解
は
完
全
に
削
除
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
通

り
で
あ
り
、
「
恋
之
舞
」
の
小
書
の
際
に
省
略
さ
れ
る
第
六
段
の
内
、

サ
シ
の
詞
章
に
お
い
て
も
同
様
の
意
固
に
よ
っ
て
改
訂
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
続
く
ク
セ
の
詞
章
全
体
に
、
中
世
に
お
け
る
独
特
の
「
伊

勢
物
語
』
理
解
と
業
平
像
が
、
作
品
中
最
も
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

そ
の
ク
セ
の
詞
章
の
後
半
部
を
明
和
本
に
よ
っ
て
以
下
に
引
用
し
て

お
く
。
（
傍
線
部
は
改
訂
箇
所
、
括
弧
内
は
正
徳
弥
生
本
の
詞
章
を
示
す
）

．．． 

然
る
に
こ
の
物
が
た
り
、
そ
の
し
な
お
ほ
き
事
な
が
ら
、

と
り
わ
き
こ
の
八
橋
や
、
三
河
の
水
の
そ
こ
い
な
く
、
ち
ぎ
り

し
人
々
の
か
ず
／
＼
に
、
名
を
か
へ
し
な
を
か
へ
て
、
人
ま
つ

女
も
の
や
み
た
ま
す
だ
れ
の
、
光
り
も
み
だ
れ
て
と
ぶ
ほ
た
る

の
、
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
ハ
、
秋
風
吹
と
、
か
り
に
あ
ら

は
れ
、
衆
生
済
度
の

tl（
我
ぞ
）
と
ハ
、
し
る
や
い
な
や
世

の
人
の
シ
テ
「
く
ら
き
に
ゆ
か
ぬ
在
明
の
同
「
ひ
か
り
あ

ま
ね
き
、
月
や
あ
ら
ぬ
、
春
や
む
か
し
の
は
る
な
ら
ぬ
、
我
身

ひ
と
つ
ハ
も
と
の
身
に
し
て
、
本
覚
真
如
の
身
を
わ
け
、
陰
陽

の
神
と
い
は
れ
し
も
、
唯
業
平
の
事
ぞ
か
し
・
・
・

「
ち
ぎ
り
し
人
々
の
か
ず
／
＼
に
、
名
を
か
へ
し
な
を
か
へ
て
」

と
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
各
段
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
に
、
実
際
に

業
平
と
契
り
を
交
わ
し
た
女
性
た
ち
を
当
て
は
め
る
中
世
の
古
注
釈

の
姿
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
業
平
が
多
く
の
女
人
と
契
っ
た
の
も

陰
陽
の
神
と
し
て
の
方
便
で
あ
っ
た
と
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
和
本
で
は
詞
章
の
改
訂
に
よ
り
常
の
演

出
に
お
い
て
も
、
既
に
中
世
の
「
伊
勢
物
語
』
理
解
を
否
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
「
恋
之
舞
」
の
小
書
で
は
、
本
来
《
杜
若
》
の
骨

子
で
あ
る
は
ず
の
第
六
段
の
詞
章
を
全
て
省
略
す
る
こ
と
に
よ
り
、

杜
若
の
精
で
あ
り
、
陰
陽
の
神
業
平
で
も
あ
り
、
二
条
の
后
で
も
あ

る
と
い
う
重
層
的
な
シ
テ
の
性
格
も
、
業
平
ゆ
か
り
の
三
河
國
八
橋

に
現
れ
た
杜
若
の
精
へ
と
よ
り
単
純
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
そ

の
シ
テ
の
性
格
に
対
応
さ
せ
て
、
五
節
の
舞
人
で
も
あ
っ
た
業
平
を

表
す
「
ひ
か
げ
の
糸
」
を
用
い
る
こ
と
を
せ
ず
、
杜
若
の
縁
か
ら
端

午
の
節
会
に
用
い
る
「
菖
蒲
の
茎
」
を
付
け
る
と
い
う
の
が
、
元
章

の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
六
段
全
体
を
省
略
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
伊
勢
物
語
」
の
品
々
を
開
陳
す
る
と
い
う
本

曲
の
眼
目
ー
ー
そ
れ
は
和
歌
陀
羅
尼
観
と
い
う
本
曲
の
主
題
で
も
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あ
る
ー
を
な
く
し
、
よ
り
序
の
舞
に
重
点
を
置
く
こ
と
も
元
章
の

ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、

味
方
健
氏
は
こ
の
よ
う
な
手
法
を
「
主
題
単
一
主
義
」
と
し
て
、
元

章
演
出
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

慈
悲
万
行
の
光
に
あ
ふ
れ
る
春
日
の
縁
起
と
悲
恋
の
た
め

に
身
を
投
げ
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
祝
言
と
哀
傷

と
で
あ
っ
て
、
元
章
の
主
題
単
一
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
あ
い
容

れ
ぬ
二
要
素
で
あ
っ
た
。
《
天
鼓
》
の
前
シ
テ
の
長
帳
場
の
登

場
詞
を
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
「
弄
鼓
之
舞
」
（
こ
の
小
書
も
元
章

の
創
案
で
あ
る
）
型
の
〈
呼
ビ
出
シ
〉
に
し
、
《
艇
梅
》
の
当
該

部
分
を
ワ
キ
の
〈
着
キ
ゼ
リ
フ
〉
か
ら
す
ぐ
に
問
答
に
し
た
彼

は
、
釆
女
の
前
シ
テ
の
登
場
を
も
〈
呼
ビ
カ
ケ
〉
に
し
た
。

そ
し
て
、
《
佐
用
姫
》
に
お
い
て
鏡
と
領
巾
と
に
オ
ブ
ジ
ェ

が
二
つ
あ
る
の
を
、
領
巾
の
み
に
し
ぼ
っ
た
よ
う
に
、
春
日
の

縁
起
は
カ
ッ
ト
し
、
悲
恋
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
し
ぼ
ろ
う
と
し
た
の

(14) 

で
あ
る
。

「
恋
之
舞
」
の
演
出
に
お
い
て
も
、
作
品
の
構
成
を
よ
り
単
純
に

し
、
眼
目
を
ひ
と
つ
に
絞
っ
て
見
せ
る
こ
の
「
主
題
単
一
主
義
」
の

傾
向
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

宝
生
流
「
沢
辺
之
舞
」
と
の
関
係

観
世
流
の
「
恋
之
舞
」
と
類
似
し
た
内
容
を
持
つ
小
書
に
、
宝

生
流
の
《
杜
若
》
の
「
沢
辺
之
舞
」
が
あ
る
。
「
沢
辺
之
舞
」
は
現

在
の
宝
生
流
で
は
《
安
宅
》
「
延
年
之
舞
」
と
並
ん
で
格
別
の
重
習

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
「
恋
之
舞
」
と
同
じ
く
、
序
之
舞
の
内
に

橋
掛
り
に
て
常
に
は
な
い
下
を
見
込
ん
で
水
面
に
姿
を
映
す
所
作
が

入
り
、
「
昔
男
の
名
を
と
め
し
」
で
イ
ロ
エ
が
入
る
点
も
共
通
す
る
。

但
し
、
「
恋
之
舞
」
が
序
の
舞
の
二
段
ヲ
ロ
シ
で
橋
掛
り
で
の
所
作

を
入
れ
る
の
と
異
な
り
、
初
段
オ
ロ
シ
で
橋
掛
り
で
の
所
作
が
入

り
、
そ
の
後
舞
台
へ
と
戻
っ
て
右
ウ
ケ
て
見
廻
す
型
を
し
、
「
恋
之

舞
」
の
よ
う
に
第
六
段
の
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
が
省
略
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
装
束
は
現
行
観
世
流
「
恋
之
舞
」
の
ご
と
く
替
装
束
と
な

(15) 
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
内
容
の
小
書
を
持
つ
場
合
、

当
然
そ
の
先
後
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
観
世

流
「
恋
之
舞
」
の
影
響
を
受
け
て
、
宝
生
流
「
沢
辺
之
舞
」
が
生
ま

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
理

由
を
述
べ
て
み
る
。

(16) 

『
宝
生
流
謡
曲
秘
害
』
は
シ
テ
方
の
習
事
に
関
す
る
記
述
を
中
心

と
す
る
宝
生
流
の
伝
書
で
、
各
冊
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
「
宝
生
勇

勝
」
（
天
明
五
年
[
-
七
八
五
]
没
）
は
、
本
書
の
編
者
か
書
写
者
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
十
四
世
宝
生
大
夫
英
勝
の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
あ
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弘
化
ニ
・
三
・
廿
六

左
大
将

於
陽
明

る
。
こ
の
「
宝
生
流
謡
曲
秘
書
』
は
、
ほ
ぼ
現
行
の
宝
生
流
の
小
書

を
網
羅
し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
《
杜
若
》
「
沢
辺
之
舞
」
に

関
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
明
五
年
頃
に
は
、
宝
生

流
に
は
「
沢
辺
之
舞
」
は
そ
ん
ざ
い
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
同
書
に
は
、
《
杜
若
》
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
（
句
読
点
、
濁
点
は
筆
者
が
付
し
た
）

草
の
精
の
能
、
木
の
精
の
能
、
木
の
精
重
か
る
べ
し
。

…
一
杜
若
ハ
殊
外
か
ろ
し
。
雑
な
ど
と
云
べ
し
。
杜
若
、
タ

顔
、
草
の
精
の
能
ハ
ひ
ら
／
＼
と
色
を
う
つ
く
し
く
勤
む
べ

し。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
《
杜
若
》
は
、
草
木
の
精
物
の
な
か
で

は
「
殊
外
か
ろ
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
《
杜
若
》
に
対
す
る
比

較
的
軽
い
扱
い
は
、
「
沢
辺
之
舞
」
と
い
う
重
習
を
持
つ
現
在
の
宝

生
流
の
《
杜
若
》
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

ま
た
、
元
章
の
演
出
を
伝
え
て
い
る
「
乱
舞
能
附
」
の
《
杜
若
》

の
記
事
に
は
書
写
者
に
よ
る
朱
書
き
の
書
入
が
見
ら
れ
、
そ
の
中
に

は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
句
読
点
、
中
黒
点
は
筆
者
が
付
し
た
）

右
の
書
入
に
記
録
さ
れ
た
番
組
は
、
弘
化
二
年
(
-
八
四
五
）
三

月
二
十
六

B
に
近
衛
家
に
お
い
て
《
杜
若
》
を
盤
渉
の
小
書
を
付
け

て
上
派
し
、
大
鼓
を
「
帯
刀
」
、
太
鼓
を
「
伊
織
」
、
小
鼓
を
「
予
」

す
な
わ
ち
こ
の
書
入
の
筆
者
、
笛
を
「
以
八
」
が
勤
め
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
番
組
を
記
録
し
た
メ
モ
の
後
に
宝
生
流
「
沢
辺
之
舞
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
装
束
に
「
日
陰
ノ
糸
」
を
用
い
る
の
は

現
在
と
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
書
入
に
よ
れ
ば
「
位
サ
ラ
リ
ト
」
と

あ
る
の
で
、
現
在
の
よ
う
な
重
習
の
扱
い
は
更
に
時
代
が
下
っ
て
か

ら
の
こ
と
か
と
思
わ
せ
る
。
番
組
と
「
沢
辺
之
舞
」
と
の
関
係
は
明

確
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
書
入
だ
け
で
は
「
沢
辺
之
舞
」
の
成
立
年

次
を
考
え
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
同
曲
の
別
の
箇
所
に
も
次
の

よ
う
な
書
入
が
あ
る
。
（
句
読
点
、
中
黒
点
は
築
者
が
付
し
た
）

梅
翁
初
衣
装
付
之
条
云
、
或
菖
蒲
茎
ヲ
カ
ク
ル
ト
云
々
。
考

二
、
昔
大
内
裡
ノ
比
ニ
ハ
、
五
月
五
日
宴
ニ
ハ
、
豊
楽
院
ニ
テ

有
宴
。
六
府
献
菖
蒲
輿
、
今
モ
有
形
。
又
遷
御
テ
武
徳
殿
有
騎

宝
生
澤
辺
舞
之
時
日
陰
ノ
糸
用
、
紫
卜
云
々
。
位
サ
ラ
リ
ト

云
々
。

燕

子

花

大

学

ノ

允

帯

刀

伊

織

盤

渉

予

以

八
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射
、
用
縁
松
原
。
和
奇
ニ
ハ
馬
弓
。
其
人
々
に
賜
ル
菖
蒲
ノ
霊
、

掛
冠
又
懸
薬
玉
、
有
輿
。
此
曲
ノ
文
句
二
、
五
節
ノ
マ
イ
ノ
冠

ト
云
事
ヲ
、
フ
ト
心
得
違
テ
、
初
此
口
五
月
ノ
節
句
ト
ヲ
モ
イ

テ
、
掛
是
卜
思
ハ
ル
也
。
既
二
拾
葉
抄
ニ
モ
、
五
節
ノ
舞
ノ
冠

ト
云
事
、
如
例
五
節
ハ
乙
女
ノ
舞
也
、
ナ
ン
ソ
業
平
か
舞
ア
ラ

ン
ヤ
ト
不
審
景
俯
案
。
舞
姫
仲
平
公
女
高
子
未
通
女
二
て
参
入

也
。
初
業
平
為
扶
持
故
二
、
豊
明
ナ
レ
ハ
四
位
已
下
皆
小
忌
日

陰
ノ
冠
也
。
即
唐
衣
高
子
着
用
ナ
レ
ハ
取
合
二
云
ナ
ラ
ン
。
予

舞
曲
ノ
時
太
刀
ハ
き
心
葉

B
陰
カ
サ
ス
也
。
嘉
永
四
・
五

内
容
は
《
杜
若
》
の
装
束
と
「
五
節
ノ
舞
ノ
冠
」
の
詞
章
に
関
す

る
書
入
の
筆
者
の
考
証
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
『
梅
翁
初
衣
装

付
」
な
る
も
の
が
現
存
の
ど
の
装
束
付
を
指
す
の
か
、
或
い
は
現
在

は
伝
存
し
て
い
な
い
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
章
の
考
案

し
た
「
菖
蒲
の
翌
」
を
か
け
る
演
出
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
（
「
或

菖
蒲
茎
ヲ
カ
ク
ル
ト
云
々
」
）
、
『
面
衣
装
附
』
の
よ
う
に
元
章
の
演
出
を

伝
え
る
こ
の
よ
う
な
書
名
の
付
が
筆
者
の
手
元
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
「
考
ニ
・
・
・
」
以
下
に
続
く
「
菖
蒲
の
婁
」
の
演
出

に
つ
い
て
の
考
証
内
容
か
ら
、
書
入
の
筆
者
は
「
菖
蒲
の
髪
」
が
端

午
の
節
旬
の
宮
中
行
事
に
基
づ
く
と
い
う
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
元

章
の
演
出
意
図
ま
で
は
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
書

入
の
末
尾
に
「
嘉
永
四
年
(
-
八
五
一
）
五
月
」
と
年
次
の
記
載
が

お
わ
り
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
嘉
永
四
年
以
前
に
は
宝
生
流
に
お
い

て
「
沢
辺
之
舞
」
の
小
書
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
元
章
が
考
案
し
た
小
書
「
恋
之
舞
」
は
、
ク
リ
・
サ
シ
・

ク
セ
を
省
略
し
、
序
の
舞
の
途
中
に
橋
掛
り
に
お
い
て
水
面
を
見
込

む
所
作
を
加
え
、
菖
蒲
の
髪
を
付
け
る
演
出
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な

か
か
ら
、
序
の
舞
の
途
中
の
橋
掛
か
り
に
お
け
る
所
作
を
取
り
入
れ
、

《
杜
若
》
の
他
の
小
書
と
同
様
に
「
ひ
か
げ
の
糸
」
を
付
け
る
替
装

束
を
加
え
て
成
立
し
た
の
が
、
宝
生
流
の
小
書
「
沢
辺
之
舞
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
観
世
流
の
小
書
で
あ
る
《
杜
若
》
の
「
恋
之
舞
」
と
元
章

創
案
の
そ
れ
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
元
章
が
「
恋
之
舞
」

の
小
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
演
出
を
意
図
し
て
い
た
か
を
、
装
束

に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
考
察
し
た
。
ま
た
、
類
似
の
小
書
で
あ
る

宝
生
流
の
「
沢
辺
之
舞
」
と
の
先
後
関
係
に
関
し
て
は
、
元
章
の
エ

夫
で
あ
る
橋
掛
り
に
お
け
る
所
作
が
「
沢
辺
之
舞
」
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
元
章
の
創
案
し
た
小
書
が

他
流
の
そ
れ
へ
与
え
て
い
る
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
拙
稿
「
観

世
大
夫
元
章
の
小
書
—
《
富
士
太
鼓
》
「
現
之
楽
」
を
中
心
と
し
て

(17) 
|
」
に
お
い
て
も
、
《
富
士
太
鼓
》
の
小
書
「
現
之
楽
」
が
喜
多
流
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の
小
書
「
狂
乱
之
楽
」
に
想
を
得
、
結
果
的
に
は
現
在
の
「
狂
乱
之

楽
」
へ
と
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
「
恋
之
舞
」
の
場
合
も
、
そ
れ
と
同
様
の
他
流
の
小

書
へ
の
影
響
の
事
例
と
言
え
よ
う
。
元
章
が
演
出
面
で
現
在
の
観
世

流
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
流
の
小
書

の
形
成
に
与
え
た
影
響
も
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
元
章
の
エ
夫
し
た
小
書
の
数
々
が
他
流
へ
ど
の

よ
う
に
波
及
し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
他
流
の
小
書
を
ど
の
程
度

取
り
入
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
小
書
形
成
の
全
体
像
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
明
和
の
改
革
研
究
の
ひ
と
つ
の
課
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

(
l
)

山
中
玲
子
「
観
世
元
章
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
能
楽
研
究
」
二
ニ
号
。

平
成
一

0
年
五
月
）

(2)

天
野
文
雄
「
明
和
の
改
正
と
「
三
読
物
」
関
係
曲
の
演
出
ー
《
安
宅
》

《
正
尊
》
《
木
曽
》
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
演
刺
学
論
叢
」
第
五
号
。
平

成
一
四
年
―
二
月
）
。
長
田
あ
か
ね
「
小
書
「
乏
佐
走
」
考
|
《
誓
願
時
》
《
当
麻
》

の
後
シ
テ
の
装
束
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
演
劇
学
論
叢
」
第
六
号
。
平
成
一
五
年

―
二
月
）

注

杜
若
・
景
清
」
『
観
世
』
（
平
成

(
3
)

山
崎
有
一
郎
「
小
書
能
を
見
る
・

13

九
年
四
月
号
）

(
4
)

森
田
光
春
『
能
楽
覚
え
書
帖
』
（
能
楽
害
林
。
平
成
四
年
）

(5)

注
4
に
同
じ
。

(6)

関
西
大
学
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
拠
っ
た
。

(7)

注
6
に
同
じ
。

(8)

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
。
小
学
館
。
昭
和
四
七
年
i

昭
和
五
一
年
）

(9)

「
有
職
故
実
大
辞
典
」
（
鈴
木
敬
三
編
。
吉
川
弘
文
館
。
平
成
八
年
）

(10)

片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
の
研
究
[
資
料
篇
]
」
（
明
治
書
院
o

昭
和
四
四
年
）

(11)

拙
稿
「
明
和
改
正
謡
本
に
お
け
る
「
伊
勢
物
語
j

関
係
曲
」
（
「
演
劇
学
論
叢
j

第
五
号
。
平
成
一
四
年
―
二
月
）

(12)

『
改
訂
増
補
故
実
叢
書

25巻
鳳
院
見
聞
図
説
・
安
政
御
造
営
記
他
』

（
故
実
叢
書
纏
集
部
絹
。
明
治
図
書
出
版
。
平
成
五
年
）

(13)

土
岐
善
麿
「
田
安
宗
武
第
四
冊
J

(
日
本
評
論
社
。
昭
和
二
＿
年
）

(14)

味
方
健
「
演
能
余
滴
釆
女
美
奈
保
之
伝
管
見
」
（
「
観
世
j

平
成

八
年
一

0
月号）

(15)

注
4
に
同
じ
。

(16)

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。
関
西
大
学
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
に
拠
っ
た
。

(17)

拙
稿
「
観
世
大
夫
元
章
の
小
書
ー
《
富
士
太
鼓
》
「
現
之
楽
」
を
中
心

と
し
て
ー
」
（
「
演
劇
学
論
叢
」
第
七
号
。
平
成
一
六
年
―
二
月
）
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