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﹁
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︱
羊
の
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
て

︱

植

木

朝

子

は
じ
め
に

能
﹁
羊
﹂
は
︑
室
町
期
に
は
上
演
さ
れ
た
も
の
の
︑
近
世
に
は
廃
曲
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る①

︒
田
楽
で
も
春
日
若
宮
御
祭
礼
に
演
じ
ら

れ
た
記
録
が
あ
り②

︑
永
正
二
年
︵
一
五
〇
五
︶
か
ら
永
正
十
一
年
︵
一
五
一

四
︶
の
間
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
﹃
自
家
伝
抄
﹄
の
﹁
古
注
之
作
者
能
之
注

文
﹂
の
項
に
は
世
阿
弥
︵
一
三
六
三
？
～
一
四
四
三
？
︶
作
と
し
︑﹁
江
州
へ

遣
﹂
と
注
す
る
本
も
あ
る③

︒
大
永
四
年
︵
一
五
二
四
︶
成
立
の
﹃
能
本
作
者
註

文
﹄
で
は
﹁
近
江
能
﹂
に
入
れ
て
い
る④

︒
ま
た
︑
横
道
萬
里
雄
は
︑
一
曲
の
中

心
の
独
演
的
な
部
分
の
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
こ
と
︑
舞
踊
的
要
素
が
全
く
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
︑﹁
総
体
に
︑
未
完
成
な
時
代
の
能
と
い
う
匂
が
強
い⑤

﹂
と

し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
本
曲
は
狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
に
挿
話
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
︑
ま
た
︑

本
曲
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
狂
言
﹁
牛
盗
人
﹂
が
あ
る
か
ら
︑
一
定
の
流
布
︑

享
受
の
後
が
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
︒

本
論
で
は
︑
能
﹁
羊
﹂
に
つ
い
て
︑
特
に
︑
羊
と
い
う
動
物
が
持
つ
イ
メ
ー

ジ
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
︒

一
︑
能
﹁
羊
﹂
の
梗
概
と
典
拠

能
﹁
羊
﹂
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

震
旦
け
い
や
う
国
の
帝
は
賢
王
で
あ
り
︑
世
は
平
和
に
治
ま
っ
て
い
た
︒
こ

の
帝
は
動
物
を
好
み
︑
特
に
秘
蔵
の
羊
が
い
た
︒
と
こ
ろ
が
何
者
か
が
羊
を
盗

ん
だ
た
め
︑
大
い
に
怒
っ
た
帝
は
︑
盗
人
を
訴
え
た
も
の
に
は
褒
美
を
と
ら
せ

る
旨
の
高
札
を
立
て
さ
せ
た
︒
他
国
の
帝
に
仕
え
て
い
た
か
う
は
く
と
い
う
者

が
︑
父
母
に
会
う
た
め
に
久
し
ぶ
り
に
帰
っ
て
き
て
高
札
を
目
に
す
る
︒
家
に

戻
る
と
︑
父
の
か
う
せ
う
は
再
会
を
喜
ん
だ
上
で
︑
帝
の
羊
を
盗
み
︑
そ
れ
を

能
﹁
羊
﹂
を
め
ぐ
る
一
考
察

一
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売
っ
て
生
活
の
糧
と
し
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
︒
か
う
は
く
は
黙
っ
て
そ
れ
を

聞
き
︑
ど
ん
な
方
法
で
も
命
を
つ
な
が
れ
た
こ
と
は
め
で
た
い
と
言
っ
て
︑
近

く
の
寺
社
参
籠
の
た
め
に
暇
を
乞
う
︒
か
う
は
く
は
そ
の
足
で
︑
羊
盗
人
と
し

て
両
親
を
訴
え
る
︒
か
う
せ
う
夫
婦
は
召
し
だ
さ
れ
る
が
︑
そ
の
際
に
は
︑
姥

を
重
い
土
車
に
乗
せ
︑
か
う
せ
う
に
引
か
せ
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
︒
内
裏
に
着

い
た
夫
婦
は
︑
処
刑
さ
れ
る
前
に
︑
こ
の
世
に
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
か
と
尋

ね
ら
れ
る
︒
か
う
せ
う
は
︑
寺
社
参
籠
に
向
か
っ
た
息
子
に
一
目
会
い
た
い
と

望
む
が
︑
時
間
の
か
か
る
こ
と
は
聞
け
な
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
︒
姥
は
︑
自

分
た
ち
を
訴
え
た
者
の
姿
を
一
目
見
た
い
と
願
う
︒
官
人
は
︑
そ
れ
は
簡
単
な

こ
と
だ
と
し
て
︑
か
う
は
く
の
姿
を
見
せ
る
︒
驚
い
た
夫
婦
は
︑
親
を
訴
え
て

死
に
追
い
や
る
と
は
︑
と
︑
息
子
に
恨
み
ご
と
を
言
う
︒
い
よ
い
よ
夫
婦
が
処

刑
さ
れ
る
段
に
な
っ
て
︑
か
う
は
く
は
︑
褒
賞
と
し
て
自
分
の
願
い
を
か
な
え

て
ほ
し
い
︑
と
い
う
︒
処
刑
の
後
で
望
み
を
聞
く
と
い
う
官
人
を
制
し
て
︑
か

う
は
く
は
両
親
の
助
命
を
願
う
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
な
ぜ
自
ら
両
親
を
訴
え
る
よ

う
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
聞
か
れ
た
か
う
は
く
は
︑
こ
の
こ
と
が
よ
そ
か
ら
訴

え
ら
れ
れ
ば
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︑
自
ら
訴
え
て
︑
褒
美
に
両
親
の

助
命
を
願
う
た
め
の
方
便
だ
っ
た
と
説
明
す
る
︒
盗
人
を
訴
え
出
る
の
は
主
君

へ
の
忠
の
た
め
︑
命
乞
い
を
す
る
の
は
親
へ
の
孝
の
た
め
︑
と
い
う
か
う
は
く

の
心
に
感
じ
た
帝
は
︑
夫
婦
の
処
刑
を
止
め
る
よ
う
に
命
じ
た⑥

︒

こ
の
能
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
﹃
論
語
﹄
子
路
第
十
三
の
次

の
記
事
で
あ
る
︒

葉
公
語
孔
子
曰
︑
吾
黨
有
直
躬
者
︒
其
父
攘
羊
︑
而
子
證
之
︒
孔
子
曰
︑

吾
黨
之
直
者
︑
異
於
是
︒
父
為
子
隠
︑
子
為
父
隠
︒
直
在
其
中
矣⑦

︒

葉
公
が
正
直
者
と
し
て
紹
介
し
た
︑
羊
を
盗
ん
だ
父
を
役
所
に
訴
え
出
た
直
躬

に
つ
い
て
︑
孔
子
は
︑
父
は
子
ど
も
の
た
め
に
そ
の
罪
を
隠
し
︑
子
ど
も
は
父

の
た
め
に
そ
の
罪
を
隠
す
と
い
う
︑
父
子
の
庇
い
合
い
の
中
に
︑
真
の
正
直
の

精
神
が
あ
る
︑
と
述
べ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
﹃
論
語
﹄
に
お
い
て
︑
不
善
を
成

し
た
父
を
訴
え
た
直
躬
は
︑
孔
子
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
能
﹁
羊
﹂
も

そ
の
方
向
性
を
踏
襲
し
︑
親
を
訴
え
た
か
う
は
く
は
︑
そ
の
親
に
よ
り
︑
孝
行

心
の
な
い
者
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
︒
能
﹁
羊
﹂
で
は
︑
そ
の
後
︑
か
う
は

く
が
褒
賞
と
し
て
両
親
の
助
命
を
願
う
と
い
う
意
表
を
つ
い
た
展
開
と
な
り
︑

か
う
は
く
の
賢
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
能
﹁
羊
﹂
は
﹃
論

語
﹄
子
路
篇
の
展
開
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
登
場
す
る
羊
に
つ
い
て
は
︑

﹃
論
語
﹄
に
お
い
て
は
何
の
規
定
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
︑
能
﹁
羊
﹂
で

は
︑
帝
の
﹁
御
秘
蔵
の
御
羊
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
か
う
せ
う
の
罪
の
大
き
さ
︑

事
態
の
深
刻
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
︑
所
有
者
と
し
て
最
高
権
力
者
で
あ
る
帝

を
設
定
し
た
と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
︑
室
町
期

に
は
帝
の
羊
を
巡
る
事
件
が
あ
っ
た
︒

能
﹁
羊
﹂
を
め
ぐ
る
一
考
察
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二
︑
称
光
天
皇
の
羊

伏
見
宮
貞
成
の
日
記
﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
三
年
五
月
二
十
二
日
条
に
は
︑

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
︒

抑
自
禁
裏
白
羊
一
疋
行
豊
ニ
被
預
置
︒
而
行
豊
又
三
位
ニ
預
置
︒
引
之
帰

参
入
見
参
︒
初
而
羊
見
之
有
興⑧

︒

称
光
天
皇
か
ら
世
尊
寺
行
豊
に
羊
を
預
け
置
か
れ
た
︒
そ
の
羊
を
行
豊
が
さ
ら

に
三
位
︵
＝
田
向
経
良
︶
に
預
け
た
︒
経
良
は
預
か
っ
た
羊
を
貞
成
に
見
せ
る
︒

伏
見
宮
家
の
近
習
行
豊
お
よ
び
経
良
を
通
し
て
︑
初
め
て
羊
を
見
た
貞
成
は
︑

﹁
有
興
﹂
と
記
す
︒

﹃
看
聞
日
記
﹄
の
中
で
︑
こ
の
羊
が
次
に
話
題
に
上
る
の
は
︑
応
永
三
十
年

二
月
二
十
二
日
条
で
あ
る
︒

抑
聞
︒
禁
裏
羊
養
給
︒
而
二小

川

宮
御
所
望
之
間
被
進
之
所
︒
則
被
打
殺
云
々
︒

仍
御
不
快
種
々
事
等
風
聞
︒
不
可
説
也
︒

称
光
天
皇
の
飼
っ
て
い
た
羊
を
︑
弟
・
小
川
宮
が
欲
し
が
っ
た
た
め
︑
兄
は

快
く
譲
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
小
川
宮
は
︑
贈
ら
れ
た
羊
を
即
座
に
打
ち
殺
し
た
と

い
う
︒
小
川
宮
は
実
の
妹
に
乱
暴
を
働
く
︵﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
七
年
正

月
五
日
条
︶
な
ど
︑
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
と
る
人
物
で
あ
っ
た
が
︑
羊
の
撲

殺
も
﹁
不
可
説
也
﹂
と
︑
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
こ
の
小
川
宮
は
︑
応
永
三
十
二
年
二
月
十
六
日
に
急
逝
す
る
︒

小
河
二
宮
今
朝
辰
刻
︒
薨
御
云
々
︒
一
時
ニ
瘡
歟
︒
御
頓
死
之
由
使
者
申
︒

迷
惑
無
極
︒
禁
裏
仙
洞
へ
忩
可
被
申
之
由
申
︒
言
語
道
断
事
也
︒
兼
御
病

気
も
不
聞
︒
驚
入
︒
忩
告
申
條
本
意
之
由
返
事
了
︒
二
宮
廿
二
歳
也
︒
来

月
可
有
御
元
服
之
由
有
其
沙
汰
︒
而
御
頓
死
︒
人
間
不
定
今
更
可
驚
可

悲
々
々
︒

特
に
病
気
と
も
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
に
︑
二
十
二
歳
の
若
さ
で
突
然
逝
去
し

た
小
川
宮
の
死
因
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
後
︑
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
飛
び
交
い
︑

毒
殺
さ
れ
た
と
の
噂
も
あ
っ
た
︵
同
十
八
日
条
︑
二
十
日
条
︶︒

堂
本
正
樹
は
︑
小
川
宮
の
不
審
死
と
能
﹁
羊
﹂
に
つ
い
て
︑

こ
の
時
に
な
っ
て
︑
以
前
の
﹁
羊
殺
し
﹂
を
思
い
出
し
た
人
間
も
多
か
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
珍
獣
羊
の
運
命
は
︑
や
が
て
小
川
宮
の
上
に
回
っ
て
来
た

の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
の
劇
﹂
と
し
て
ふ
れ

た
近
江
能
﹃
羊
﹄
は
︑
も
し
か
し
た
ら
こ
の
時
の
作
か
も
知
れ
な
い⑨

︒

と
述
べ
て
い
る
︒

貴
重
な
舶
来
の
羊
を
飼
い
︑
愛
玩
し
得
た
天
皇
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
能

﹁
羊
﹂
冒
頭
の
﹁
帝
の
御
秘
蔵
の
御
羊
﹂
か
ら
︑
称
光
天
皇
と
羊
の
撲
殺
事
件

が
連
想
さ
れ
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
能
﹁
羊
﹂
は
︑
親
を
裏
切

っ
た
と
見
え
た
子
の
行
動
が
︑
実
は
こ
の
上
な
い
親
孝
行
で
あ
っ
た
と
い
う
︑

堂
本
論
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
﹂
の
能
で
あ
る
が
︑
帝
の
﹁
御
秘
蔵

の
御
羊
﹂
か
ら
忠
も
孝
も
な
い
小
川
宮
を
連
想
し
︑
不
穏
な
結
末
を
思
い
浮
か

能
﹁
羊
﹂
を
め
ぐ
る
一
考
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べ
た
観
客
に
と
っ
て
は
︑
予
想
を
裏
切
る
大
団
円
に
︑
二
重
の
意
外
性
を
見
出

し
︑
そ
れ
を
楽
し
み
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三
︑
羊
の
イ
メ
ー
ジ

︱
輸
入
の
様
相
と
疫
病

︱

羊
は
舶
来
の
も
の
と
し
て
珍
重
さ
れ
︑
古
く
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
七

年
︵
五
九
九
︶
九
月
条
に
﹁
百
済
貢
駱
駝
一
匹
・
驢
一
匹
・
羊
二
頭
・
白
雉
一

隻⑩

﹂
と
見
え
る
︒
そ
の
後
も
︑
た
と
え
ば
︑
新
羅
か
ら
の
貢
進
︵﹃
日
本
紀
略
﹄

弘
仁
十
一
年
︵
八
二
〇
︶
五
月
四
日
条
﹁
白
羊
四⑪

﹂︶︑
唐
か
ら
の
貢
進
︵
同
・

延
喜
三
年
︵
九
〇
三
︶
十
月
二
十
日
条
﹁
羊
﹂︑
承
平
五
年
︵
九
三
五
︶
九
月

条
﹁
羊
数
頭⑫

﹂︑﹃
本
朝
世
紀
﹄
天
慶
元
年
︵
九
三
八
︶
七
月
二
十
一
日
条
﹁
羊

二
頭⑬

﹂︶
な
ど
の
記
録
が
あ
る
︒﹃
本
朝
世
紀
﹄
天
慶
二
年
六
月
四
日
条
に
は
︑

宮
中
で
公
卿
た
ち
が
蔵
人
所
の
廊
の
柱
に
繋
が
れ
て
い
る
二
頭
の
羊
を
見
物
し

た
記
事
が
あ
り
︑
草
を
食
べ
る
と
こ
ろ
や
二
頭
が
角
を
突
き
合
わ
せ
て
い
る
と

こ
ろ
は
牛
に
似
て
い
る
と
評
し
て
い
る
︒
羊
の
輸
入
は
そ
の
後
も
︑
唐
か
ら

︵﹃
日
本
紀
略
﹄
長
徳
二
年
︵
九
九
六
︶
七
月
十
九
日
条
﹁
羊⑭

﹂︶︑
宋
か
ら

︵﹃
扶
桑
略
記
﹄
承
暦
元
年
︵
一
〇
七
七
︶
二
月
二
十
八
日
条
﹁
羊
二
頭⑮

﹂︶
と

続
く
︒
さ
ら
に
﹃
玉
葉
﹄
文
治
元
年
︵
一
一
八
五
︶
十
月
八
日
条
に
は
︑

和
泉
守
行
輔
︑
進
羊
於
大
将
︑
其
毛
白
如
葦
毛
︑
好
食
竹
葉
枇
杷
葉
等

云
々
︑
又
食
紙
云
々
︑
其
体
太
無
興⑯

︒

と
あ
る
︒
竹
葉
や
枇
杷
葉
︑
紙
を
食
べ
る
こ
と
を
記
す
が
︑﹁
無
興
﹂
と
し
て

お
り
︑
記
主
・
兼
実
は
羊
に
対
し
て
好
感
を
持
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

さ
て
︑
羊
は
珍
重
さ
れ
る
一
方
で
︑
悪
疫
流
行
の
原
因
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
︒﹃
百
練
抄
﹄
承
安
元
年
︵
一
一
七
一
︶
七
月
二
十
六
日
条
に
よ
る

と
︑
平
清
盛
が
羊
五
頭
を
後
白
河
院
に
献
上
し
た
︒
し
か
し
︑
同
書
十
月
条
に

は
︑

近
日
︒
称
羊
病
︒
貴
賎
上
下
煩
病
患
︒
羊
三
頭
在
仙
洞
︒
人
伝
︒
承
暦
之

比
有
此
事
︒
件
羊
返
却
之
︒

と
あ
っ
て
︑
流
行
病
の
原
因
と
さ
れ
た
羊
は
清
盛
に
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ

こ
で
﹁
承
暦
之
比
有
此
事
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
扶
桑
略
記
﹄
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒
承
暦
元
年
︵
一
〇
七
七
︶
二
月
二
十
八
日
条
に
︑﹁
引
見

大
宋
国
商
人
所
献
羊
二
頭
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
後
︑
八
月
六
日
条
に
は
次
の
よ
う

な
記
事
が
見
え
る
︒

今
上
第
一
皇
子
敦
文
親
王
薨
︒
年
僅
四
歳
︒
上
自
一
人
下
庶
人
︒
莫
不
患

赤
疱
瘡
矣
︒
親
王
公
卿
五
位
已
上
逝
去
之
者
多
焉
︒
今
月
︒
返
遣
羊
二
頭

了⑰

︒

こ
の
頃
︑
疱
瘡
に
よ
る
多
く
の
死
者
が
出
た
た
め
︑
二
頭
の
羊
が
返
さ
れ
た
と

い
う
か
ら
︑
病
の
原
因
が
羊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

四
︑
羊
の
イ
メ
ー
ジ

︱
文
芸
上
の
把
握

︱

第
三
節
で
見
た
よ
う
に
︑
珍
重
さ
れ
た
羊
は
一
方
で
︑
疫
病
を
も
た
ら
す
も

能
﹁
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を
め
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の
と
認
識
さ
れ
る
不
吉
な
一
面
を
も
持
っ
て
い
た
︒
も
と
も
と
日
本
に
生
息
し

て
い
な
か
っ
た
羊
に
関
す
る
文
芸
上
の
把
握
は
︑
多
く
の
場
合
︑
漢
詩
文
や
仏

典
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
典
型
的
な
例
が
︑﹃
涅
槃
経
﹄
三
八
﹁
如

因
趣
市
歩
歩
近
死
︒
如
牽
牛
羊
詣
於
屠
所⑱

﹂
を
踏
ま
え
た
﹁
羊
の
歩
み
﹂
で
あ

る
︒
こ
れ
は
︑
命
の
終
わ
り
が
刻
々
と
近
づ
く
こ
と
を
︑
羊
が
屠
所
に
引
か
れ

て
い
く
歩
み
に
た
と
え
た
も
の
で
︑
無
常
の
心
を
託
す
表
現
と
し
て
広
く
用
い

ら
れ
て
い
る
︒

和
歌
の
例
と
し
て
早
い
の
は
︑
天
徳
か
ら
康
保
元
年
︵
九
五
七
～
九
六
四
︶

頃
に
生
ま
れ
た
赤
染
衛
門
の
次
の
歌
で
あ
る
︒

山
寺
に
ま
う
で
た
り
け
る
時
︑
貝
吹
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

赤
染
衛
門

け
ふ
も
ま
た
午
の
貝
こ
そ
吹
き
つ
な
れ
ひ
つ
じ
の
歩
み
近
づ
き
ぬ
ら
ん

︵﹃
千
載
集
﹄
雑
下
・
一
二
〇
〇⑲

)

当
該
歌
の
﹁
午
の
貝
﹂
は
正
午
を
知
ら
せ
る
法
螺
貝
の
音
︒
次
が
未
の
刻
で
あ

る
こ
と
を
含
み
な
が
ら
︑
寿
命
が
刻
々
と
消
え
て
い
く
こ
と
を
屠
所
に
向
か
う

羊
の
歩
み
に
譬
え
る
︒

以
下
︑
院
政
期
を
通
し
て
︑
い
く
つ
か
の
例
が
散
見
す
る
︒

夜
さ
り
︑
く
る
し
う
て
う
ち
ふ
し
た
れ
ど
︑
寝
ら
れ
ね
ば

嘆
き
つ
つ
は
か
な
う
す
ぐ
る
日
か
ず
か
な
こ
れ
や
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
な
る

ら
ん

︵﹃
成
尋
阿
闍
梨
母
集
﹄
四
八
)

岡
崎
三
位
や
ま
ひ
に
わ
づ
ら
ひ
て
出
家
の
よ
し
を
聞
き
て
訪
ひ
つ

か
は
す
と
て

三
と
せ
ま
で
君
に
さ
き
だ
つ
身
な
れ
ど
も
ま
こ
と
に
道
に
入
り
お
く
れ
ぬ

る

返
し

よ
わ
り
行
く
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
近
け
れ
ば
急
ぎ
入
る
ぬ
る
道
と
し
ら
な
ん

︵
﹃
頼
政
集
﹄
六
三
三
・
六
三
四
)

述
懐
の
心
を

あ
は
れ
あ
は
れ
ひ
ま
ゆ
く
こ
ま
は
は
や
く
し
て
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
の
こ
り

す
く
な
さ

︵﹃
殷
富
門
院
大
輔
集
﹄
一
九
三
)

述
懐
歌
の
中
に

前
大
僧
正
慈
円

極
楽
へ
ま
だ
わ
が
心
ゆ
き
つ
か
ず
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
し
ば
し
と
ど
ま
れ

︵
﹃
新
古
今
集
﹄
釈
教
歌
・
一
九
三
三
)

も
え
つ
づ
く
香
の
け
ぶ
り
の
時
う
つ
り
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
け
ふ
も
程
な
し

︵
﹃
新
撰
和
歌
六
帖
﹄
け
ぶ
り
・
四
八
〇
・
光
俊
)

赤
染
衛
門
や
殷
富
門
院
大
輔
の
歌
に
は
﹁
羊
﹂
に
対
し
て
﹁
午
﹂﹁
駒
﹂
が
詠

み
込
ま
れ
︑
言
語
遊
戯
的
側
面
も
あ
る
が
︑
死
に
向
か
う
﹁
羊
の
歩
み
﹂
に
は

不
吉
な
感
じ
が
つ
き
ま
と
う
︒
殷
富
門
院
大
輔
詠
に
見
ら
れ
る
表
現
は
︑﹁
羊

の
歩
み
隙
の
駒
﹂
の
形
で
︑
人
生
の
短
さ
・
無
常
を
譬
え
る
慣
用
句
と
し
て
謡

曲
に
も
散
見
す
る
︒

能
﹁
羊
﹂
を
め
ぐ
る
一
考
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羊
の
歩
み
隙
の
駒
︑
羊
の
歩
み
隙
の
駒
︑
移
り
行
く
な
る
六
つ
の
道
︵
能

﹁
砧⑳

﹂︶

か
く
て
月
日
を
送
る
身
の
︑
羊
の
歩
み
隙
の
駒
︑
足
に
任
せ
て
行
く
ほ
ど

に
︵
能
﹁
百
万㉑

﹂︶

五
︑
能
﹁
羊
﹂
に
お
け
る
羊

第
三
節
で
は
︑
歴
史
上
︑
珍
重
さ
れ
︑
時
に
は
疫
病
の
原
因
と
さ
れ
た
羊
の

姿
を
︑
ま
た
︑
第
四
節
で
は
︑
屠
所
に
引
か
れ
て
い
く
様
子
か
ら
死
や
無
常
の

象
徴
と
な
る
文
芸
上
の
羊
の
把
握
を
見
て
き
た
︒
改
め
て
能
﹁
羊
﹂
の
詞
章
を

た
ど
る
と
︑
羊
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
︒

①

此
の
羊
と
申
す
に
︒
天
竺
に
て
は
石
と
な
り
︒
石
王
子
が
命
に
変
り
て

候
︒
か
か
る
奇
特
成
る
御
羊
に
て
候
を
︒
い
か
成
る
者
の
と
り
て
候
や
ら

ん
暮
に
失
せ
申
し
て
候
︒

②

お
よ
そ
父
母
の
︒
恩
徳
を
し
る
事
︒
人
間
に
限
る
の
み
な
ら
ず
︒
鳩
子

は
︒
ね
ぐ
ら
に
帰
り
て
も
︒
親
の
宿
す
る
枝
を
お
そ
れ
︒
羔
羊
は
ひ
ざ
ま

づ
い
て
︒
乳
房
を
の
む
と
か
や
︒
鳥
類
︑
畜
類
に
至
る
迄
︒
親
子
の
お
そ

れ
有
る
ぞ
か
し
︒
況
や
︑
人
生
を
請
け
な
が
ら
︑
な
ど
孝
心
の
な
か
る
ら

ん㉒

︒

①
は
︑
版
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
冒
頭
部
分
で
︑
ワ
キ
が
帝
の
﹁
御
秘
蔵

の
御
羊
﹂
に
関
連
し
て
︑
羊
の
優
れ
た
点
を
あ
げ
︑
帝
の
羊
が
い
な
く
な
っ
た

こ
と
を
語
る
箇
所
で
あ
る
︒
天
竺
の
伝
説
と
し
て
︑﹁
石
王
子
﹂
の
命
を
救
っ

た
羊
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
出
典
は
未
詳
で
あ
る
︒﹁
石
と
な
り
﹂

は
﹁
后
と
な
り
﹂
と
し
て
い
る
本
も
あ
り㉓

︑
﹁
后
﹂
と
し
て
﹁
石
王
子
﹂
の
身

代
わ
り
に
な
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
通
じ
や
す
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
た
だ

し
︑
羊
が
石
に
変
じ
る
話
は
︑﹃
蒙
求
﹄﹁
初
平
起
石
﹂
に
見
え
る
た
め
︑
そ
の

知
識
が
﹁
后
﹂
を
﹁
石
﹂
と
す
る
誤
写
を
導
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
︒﹁
初

平
起
石
﹂
の
話
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

黄
初
平
は
十
五
歳
の
頃
︑
飼
っ
て
い
た
羊
も
ろ
と
も
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
︒

兄
の
初
起
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
弟
を
懸
命
に
探
索
し
た
が
見
当
た
ら
な
い
︒

四
十
年
ほ
ど
経
っ
て
︑
占
い
に
優
れ
た
道
士
に
弟
の
居
場
所
を
占
っ
て
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
︑
金
華
山
中
で
羊
を
飼
っ
て
い
る
子
ど
も
が
い
る
と
告
げ
ら
れ
る
︒

そ
こ
で
初
起
は
道
士
に
つ
い
て
金
華
山
に
行
き
︑
初
平
を
見
つ
け
出
し
た
︒
羊

は
ど
こ
か
と
尋
ね
る
と
︑
初
平
は
﹁
近
く
の
山
の
東
に
い
る
﹂
と
い
う
︒
初
起

が
行
っ
て
み
る
と
︑
た
だ
白
い
石
が
無
数
に
あ
る
ば
か
り
だ
っ
た
︒
初
起
は
戻

っ
て
き
て
︑﹁
羊
な
ど
見
当
た
ら
な
い
﹂
と
言
う
︒
初
平
は
︑
初
起
と
連
れ
立

っ
て
山
の
東
に
行
き
︑
﹁
し
っ
︑
し
っ
︑
羊
立
て
﹂
と
声
を
掛
け
る
︒
す
る
と
︑

白
い
石
が
み
な
立
ち
上
が
り
︑
数
万
頭
の
羊
と
な
っ
た
︒
弟
の
神
通
力
を
目
の

当
た
り
に
し
た
初
起
は
︑
そ
こ
に
留
ま
っ
て
︑
初
平
に
つ
い
て
仙
術
を
学
ん
だ㉔

︒

初
平
が
石
を
羊
と
な
す
様
子
は
画
題
と
し
て
も
好
ま
れ
︑
雪
舟
や
狩
野
元
信
︑

円
山
応
挙
な
ど
が
黄
初
平
を
描
い
て
い
る㉕

︒
以
上
︑﹁
后
﹂
と
﹁
石
﹂
の
混
乱

能
﹁
羊
﹂
を
め
ぐ
る
一
考
察
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の
原
因
と
し
て
︑
絵
画
な
ど
と
と
も
に
広
く
流
布
し
た
と
思
し
い
黄
初
平
の
逸

話
を
指
摘
し
た
︒

能
﹁
羊
﹂
が
ふ
れ
る
天
竺
の
伝
説
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
な
が
ら
︑
羊
が
身

を
変
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
を
救
う
と
い
う
話
の
骨
格
は
︑
能
﹁
羊
﹂
の
構
造

と
も
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
一
曲
の
冒
頭
で
︑
天
竺
の
話
の
引
用

と
し
て
︑
羊
と
い
う
動
物
か
ら
︑﹁︵
本
来
の
︶
自
分
で
な
い
も
の
に
変
わ
り
︑

そ
の
こ
と
で
人
を
助
け
る
﹂
話
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
曲
を
通
し

て
み
る
と
︑
主
人
公
は
︑
親
を
裏
切
る
密
告
者
に
身
を
変
じ
て
み
せ
た
も
の
の
︑

実
は
そ
れ
は
孝
心
か
ら
出
た
﹁
変
身
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
変
身
が
親
を
救
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒

②
は
︑
父
・
か
う
せ
う
が
︑
動
物
で
さ
え
親
を
敬
う
の
に
︑
と
︑
子
・
か
う

は
く
の
密
告
を
非
難
し
て
い
る
場
面
で
︑
親
を
敬
う
子
の
行
動
の
例
と
し
て
︑

子
羊
が
跪
い
て
乳
を
飲
む
こ
と
を
挙
げ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
羊
が
孝
心
あ
る
動
物

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
白
居
易
︵
七
七
二
～
八

四
六
︶
編
﹃
白
氏
六
帖
﹄﹁
羊
﹂
に
﹁
跪
乳
︿
羔
羊
有
跪
乳
之
礼
︑
人
取
法

焉
﹀﹂
と
見
え㉖

︑
菅
原
道
真
︵
八
四
五
～
九
〇
三
︶
の
﹃
菅
家
文
章
﹄
巻
一

﹁
仲
春
釈
奠
︑
礼
畢
︑
王
公
会
都
堂
︑
聴
講
礼
記
﹂
の
一
節
に
﹁
屈
膝
羊
知
母

︵
膝
を
屈
め
て
羊
し
母
を
知
る
︶㉗

﹂︵
羊
は
母
の
恩
を
知
っ
て
︑
膝
を
か
が
め
︑

跪
い
て
乳
を
飲
む
︶
と
あ
り
︑
日
本
で
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
︒

文
安
三
年
︵
一
四
四
六
︶
成
立
﹃
壒
囊
抄
﹄
の
﹁
躑
躅
﹂
の
項
に
﹁
羊
食
此

花
︒
躑テ

キ

躅
チ
ョ
ク

シ
テ
而
斃
︒
故
ニ
云
尓
ト
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
羊
ノ
性
ハ
至
孝

ナ
レ
バ
︒
見
此
花
ノ
赤
莟
︒
母
ノ
乳
ト
思
テ
︒
躑
躅
シ
テ
折
膝
ヲ
飲
之
︒
故
ニ

云
尓
共
︒
此
義
難
信
用㉘

︒
﹂
と
あ
っ
て
︑
躑
躅
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
︑
ツ
ツ

ジ
の
花
に
は
毒
性
が
あ
っ
て
羊
が
食
べ
る
と
︑
歩
け
な
く
な
っ
て
斃
れ
て
し
ま

う
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
孝
行
心
の
あ
る
羊
は
︑
ツ
ツ
ジ
の
赤
い
莟
を
見
る
と
︑

母
の
乳
と
思
い
︑
立
ち
止
ま
っ
て
膝
を
折
っ
て
こ
れ
を
飲
む
か
ら
と
い
う
説
を

紹
介
し
て
い
る
︒
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
信
用
し
が
た
い
︑
と
し
て
い
る
︒

躑
躅
の
語
源
説
と
し
て
は
怪
し
い
に
し
て
も
︑
羊
を
﹁
至
孝
﹂
の
性
と
し
︑
膝

を
折
っ
て
乳
を
飲
む
と
い
う
把
握
が
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

①
②
は
︑
能
の
詞
章
の
中
に
さ
り
げ
な
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
︑
親
孝
行
を

テ
ー
マ
と
す
る
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
﹂
の
能
に
お
い
て
︑
①
②
の
よ
う
な
逸
話
・

性
質
を
持
つ
羊
は
︑
実
に
よ
く
選
ば
れ
た
動
物
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

六
︑
狂
言
﹁
牛
盗
人
﹂
と
能
﹁
羊
﹂

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
能
﹁
羊
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
︑
狂
言
﹁
牛
盗

人
﹂
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
両
者
を
比
較
し
た
横
道
萬
里
雄
は
︑﹁
羊
﹂
と

﹁
牛
﹂
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
ほ
か
は
全
く
同
じ
で
︑
段
取
り
も
ほ
と
ん
ど
同

じ
と
し
た
上
で
︑
狂
言
は
︑
役
人
に
引
き
立
て
ら
れ
て
い
く
場
面
や
子
と
対
面

す
る
場
面
の
や
り
と
り
が
写
実
的
で
︑
対
話
の
中
に
心
の
動
き
を
示
す
発
散
的
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を
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な
セ
リ
フ
劇
・
対
話
劇
で
あ
る
の
に
対
し
︑
能
は
独
白
に
よ
り
︑
心
の
動
き
を

自
分
自
身
で
見
つ
め
て
い
る
求
心
的
な
歌
唱
劇
・
独
白
劇
で
あ
る
と
す
る㉙

︒

さ
ら
に
︑
前
節
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
︑
能
は
﹁
羊
﹂
と
い
う
動

物
の
性
質
を
生
か
し
て
作
品
化
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
狂
言
は
﹁
法
皇
御
幸
の

御
時
御
車
を
引
く
牛㉚

﹂
と
し
て
︑
大
事
な
牛
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
る
も
の
の
︑

﹁
牛
﹂
と
い
う
動
物
そ
の
も
の
の
性
質
を
取
り
上
げ
て
作
品
に
生
か
そ
う
と
す

る
方
向
性
は
見
ら
れ
な
い
︒
牛
を
預
か
っ
て
い
た
兵
庫
三
郎
は
︑
牛
奉
行
の
追

及
に
︑
盗
ん
だ
牛
を
他
郷
で
売
り
︑
そ
の
代
金
で
親
の
追
善
を
勤
め
た
と
言
い

訳
し
て
お
り
︑
牛
を
盗
む
行
為
が
孝
行
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
牛
そ

の
も
の
が
孝
心
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

七
︑
狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
と
能
﹁
羊
﹂

狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
も
能
﹁
羊
﹂
と
同
様
の
構
成
で
︑
伊
予
国
守
護
人
の
﹁
御
秘

蔵
の
猫㉛

﹂
を
殺
し
た
藤
三
郎
を
子
が
訴
人
す
る
が
︑
褒
美
と
し
て
親
の
命
乞
い

を
し
︑
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
能
﹁
羊
﹂
も
狂
言
﹁
牛
盗
人
﹂
も
︑

シ
テ
は
盗
ん
だ
動
物
を
売
っ
て
代
金
を
得
た
の
に
対
し
︑
こ
の
﹁
鶏
猫
﹂
の
シ

テ
は
︑
動
物
を
殺
す
と
い
う
穏
や
か
な
ら
ぬ
行
為
に
及
ん
で
い
る
︒
し
か
し
そ

れ
は
﹁
某
が
秘
蔵
仕
る
鶏
を
︑
御
ま
へ
の
ね
こ
殿
が
く
わ
へ
て
御
逃
げ
候
程
に
︑

思
は
ず
知
ら
ず
︑
そ
ば
な
る
枕
を
お
つ
と
つ
て
︑
投
げ
打
ち
に
仕
て
候
へ
ば
︑

ね
こ
殿
の
御
つ
ふ
り
を
打
ち
割
つ
て
︑
む
な
し
く
な
り
申
さ
れ
て
候
程
に
︑
肝

を
つ
ぶ
し
︑
深
々
と
隠
し
て
埋
み
申
て
候
﹂
と
い
う
経
緯
で
あ
っ
た
︒
猫
に
敬

語
を
使
い
な
が
ら
の
申
し
開
き
は
滑
稽
で
︑
笑
い
を
誘
う
︒
狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
で

は
︑
こ
の
経
緯
の
語
り
に
一
つ
の
面
白
さ
が
あ
り
︑
猫
が
鶏
を
捕
ら
え
る
と
い

う
卑
近
な
で
き
ご
と
は
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
猫
の
イ
メ
ー
ジ
が
取
り
沙

汰
さ
れ
て
作
品
世
界
を
規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

さ
て
︑
狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
に
は
︑
藤
三
郎
の
子
が
親
の
命
乞
い
を
し
た
も
の
の
︑

受
け
入
れ
ら
れ
ず
︑
処
刑
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
た
時
に
︑
能
﹁
羊
﹂
の
話
を
引

い
て
留
め
る
場
面
が
あ
る
︒
そ
こ
で
故
事
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な

も
の
だ
︒

け
い
や
う
こ
く
の
民
の
も
の
︑
大
病
を
う
け
︑
羊
を
服
し
て
治
る
と
夢
を

見
て
︑
帝
の
御
秘
蔵
の
羊
を
盗
み
服
し
て
治
り
︑
息
災
に
成
り
て
は
あ
れ

共
︑
帝
逆
鱗
ま
し
ま
し
て
︑
高
札
を
打
た
せ
︑
尋
ね
給
へ
ば
︑
勲
功
に
親

の
咎
を
申
う
け
ん
た
め
︑
其
子
が
証
拠
に
ま
か
り
い
で
︑
親
の
命
を
申
う

け
︑
助
か
り
た
る
た
め
し
と
こ
そ
申
伝
て
有
物
を
︑

能
﹁
羊
﹂
で
は
︑
か
う
せ
う
は
﹁
帝
の
御
羊
を
盗
み
取
り
︑
そ
れ
を
売
り
世
路

を
つ
ぎ
て
候
﹂
と
述
べ
て
い
た
が
︑
狂
言
﹁
鶏
猫
﹂
の
引
用
で
は
︑
病
気
を
治

す
た
め
に
羊
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
︒
売
る
こ
と
よ
り
衝
撃
的
で
は
あ
る

が
︑
一
方
で
︑
食
べ
る
と
い
う
卑
俗
な
行
為
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
滑
稽
感
が
強
ま
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
よ
う
︒
猫
が
鶏
を
捕
ら
え
て
食
べ

る
こ
と
と
の
繋
が
り
も
生
ま
れ
て
い
る
︒
歴
史
的
に
舶
来
の
も
の
と
し
て
珍
重

能
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﹂
を
め
ぐ
る
一
考
察
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さ
れ
︑
文
芸
上
︑
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
た
り
︑
孝
心
の
象
徴
と
捉
え
ら

れ
た
り
し
て
︑
あ
る
畏
怖
の
対
象
と
見
ら
れ
て
い
た
羊
は
︑
こ
こ
で
は
庶
民
の

胃
袋
に
お
さ
ま
っ
て
お
り
︑
や
や
誇
張
し
て
言
え
ば
︑
権
威
が
失
墜
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒

お
わ
り
に

能
﹁
羊
﹂
は
︑
堂
本
論
の
言
う
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
の
能
﹂
と
し
て
︑
意
表
を

つ
く
展
開
が
観
客
の
心
を
捉
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
盗
ま
れ
た
動
物
が

﹁
羊
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑
重
層
的
な
意
味
を
持
っ
て
作
品
に
深
み
を
与
え
て
い

た
︒堂

本
正
樹
が
﹁
羊
と
い
う
動
物
の
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
も
︑
唐
物
の
興
味
を
助
長

し
た
筈
で
あ
る
︒
狂
言
の
﹃
牛
盗
人
﹄﹃
鶏
猫
﹄
は
︑
現
実
化
さ
れ
て
い
る
だ

け
に
︑
現
在
演
る
方
も
見
る
方
も
照
れ
く
さ
い㉜

﹂
と
述
べ
て
い
る
通
り
︑
羊
と

い
う
動
物
は
舶
来
の
も
の
と
し
て
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
趣
を
持
っ
て
お
り
︑
現
実

離
れ
し
た
雰
囲
気
を
作
り
出
す
効
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
珍
重
さ
れ
た
一
方
︑

疫
病
の
原
因
と
み
な
さ
れ
た
り
︑﹁
屠
所
の
羊
﹂
か
ら
死
を
連
想
さ
せ
る
な
ど
︑

不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
羊
が
登
場
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
め
で
た
い
結
末
に

至
る
点
も
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
﹂
の
面
白
さ
と
言
え
る
︒
称
光
天
皇
の
羊
の
事
件

を
知
る
者
は
︑
不
孝
不
忠
の
小
川
宮
と
孝
行
息
子
か
う
は
く
の
対
照
を
楽
し
み

得
た
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
詞
章
の
中
に
仕
組
ま
れ
た
︑
姿
を
変
え
て
人
を
助

け
る
天
竺
の
羊
の
逸
話
や
︑
羊
は
跪
い
て
乳
を
飲
む
孝
心
あ
る
動
物
で
あ
る
と

い
う
把
握
は
︑
本
曲
の
テ
ー
マ
に
直
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
本
曲
に
お

け
る
羊
は
︑
孝
行
と
い
う
作
品
テ
ー
マ
に
直
結
す
る
面
白
さ
と
︑
対
照
的
な
イ

メ
ー
ジ
に
よ
る
ど
ん
で
ん
返
し
︵
不
吉
さ
か
ら
大
団
円
へ
︶
と
の
両
面
か
ら
︑

よ
く
選
ば
れ
た
動
物
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

注①

田
中
允
﹃
未
刊
謡
曲
集

続
十
一
﹄
古
典
文
庫

一
九
九
三
年

解
説
に
よ
る
︒

②

高
野
辰
之
﹃
新
訂
増
補

日
本
歌
謡
史
﹄
春
秋
社

一
九
三
八
年

に
よ
る
︒

③

西
尾
実
・
田
中
允
・
金
井
清
光
・
池
田
広
司
編
著
﹃
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
�

謡
曲

狂
言
﹄
三
省
堂

一
九
六
一
年

に
よ
る
︒

④

注
③
書
に
よ
る
︒

⑤

横
道
萬
里
雄
﹁
能
と
狂
言
﹂︵
﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
一
八
巻
第
八
号

一
九

五
三
年
八
月
︶︒

⑥

芳
賀
矢
一
・
佐
佐
木
信
綱
編
﹃
校
註
謡
曲
叢
書

第
三
巻
﹄
博
文
館

一
九
一
五

年

お
よ
び

注
①
書
を
参
照
し
た
︒

⑦

吉
田
賢
抗
﹃
新
釈
漢
文
大
系

論
語
﹄
明
治
書
院

一
九
六
一
年

に
よ
る
︒

⑧

続
群
書
類
従

補
遺
二
﹃
看
聞
御
記

上
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
九
九
年

︿
訂
正
三
版
﹀
に
よ
る
︒

⑨

堂
本
正
樹
﹃
世
阿
弥
﹄
劇
書
房

一
九
八
六
年
︒

⑩

小
島
憲
之
他
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
書
紀
②
﹄
小
学
館

一
九
九
六
年

に
よ
る
︒

⑪

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
巻
﹃
日
本
紀
略

前
篇
﹄
吉
川
弘
文
館

一
九
六
五
年

に
よ
る
︒
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﹂
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⑫

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
一
巻
﹃
日
本
紀
略

後
篇
・
百
錬
抄
﹄
吉
川
弘
文
館

一
九
六
五
年

に
よ
る
︒

⑬

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
九
巻
﹃
本
朝
世
紀
﹄
吉
川
弘
文
館

一
九
六
四
年

に
よ

る
︒

⑭

注
⑫
書
に
よ
る
︒

⑮

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
二
巻
﹃
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
﹄
吉
川
弘
文
館

一

九
六
五
年

に
よ
る
︒

⑯

国
書
刊
行
会
﹃
玉
葉
﹄
第
三

名
著
刊
行
会

一
九
七
一
年

に
よ
る
︒

⑰

注
⑮
書
に
よ
る
︒

⑱

﹃
大
正
新
修
大
蔵
経

第
十
二
巻

宝
積
部
下

涅
槃
部
全
﹄
大
正
新
修
大
蔵
経

刊
行
会

一
九
六
七
年
︿
再
刊
﹀
に
よ
る
︒

⑲

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
角
川
書
店

に
よ
り
︑
一
部
表
記
を
改
め
た
︒
和
歌
の
引
用

は
以
下
︑
同
じ
︒

⑳

小
山
弘
志

佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

謡
曲
集
②
﹄

小
学
館

一
九
九
八
年
︒

㉑

注
⑳
書
に
よ
る
︒

㉒

注
①
書
所
収
福
王
流
系
異
本
に
よ
る
︒
金
剛
流
系
異
本
も
ほ
ぼ
同
じ
︒

㉓

注
①
書
校
合
に
よ
る
︒

㉔

早
川
光
三
郎
﹃
新
釈
漢
文
大
系

蒙
求
﹄
明
治
書
院

一
九
七
三
年

に
よ
る
︒

㉕

金
井
紫
雲
編
﹃
東
洋
畫
題
綜
覧
﹄
歴
史
図
書
社

一
九
七
五
年

に
よ
る
︒

㉖

神
鷹
徳
治
・
山
口
謡
司
解
題
﹃
古
典
研
究
会
叢
書

漢
籍
之
部

第
四
十
二
巻

白
氏
六
帖
事
類
集
三
﹄
汲
古
書
院

二
〇
一
二
年

に
よ
る
︒

㉗

川
口
久
雄
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
菅
家
文
章

菅
家
後
集
﹄
岩
波
書
店

一
九
六
六
年

に
よ
る
︒

㉘

覆
刻
日
本
古
典
全
集
﹃
壒
囊
抄
﹄
現
代
思
潮
社

一
九
七
七
年

に
よ
る
︒

㉙

注
⑤
論
文
︒

㉚

野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
﹃
狂
言
集
成
﹄
春
陽
堂

一
九
三
一
年

に
よ
る
︒

㉛

池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
﹃
大
蔵
虎
明
本

狂
言
集
の
研
究

本
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