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一　

綴
れ
の
錦

　

室
町
初
期
、
観か
ん

阿あ

弥み

・
世ぜ

阿あ

弥み

父
子
に
よ
っ
て
芸
風
が
刷
新
さ
れ

た
観か
ん

世ぜ

座
（
結ゆ
う

崎ざ
き

座
）
の
大や
ま
と和

猿さ
る
が
く楽
①
は
、
時
の
将
軍
足
利
義
満
や

有
力
大
名
ら
の
手
厚
い
庇
護
を
受
け
て
隆
盛
を
極
め
た
。
そ
の
後
、

さ
ま
ざ
ま
な
曲
折
を
経
な
が
ら
、
世
阿
弥
を
は
じ
め
娘
婿
の
金こ
ん

春ば
る

禅ぜ
ん

竹ち
く

ら
の
活
躍
に
よ
り
、
中
期
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
今
日
の
謡
曲
の
骨
格
は

出
来
上
が
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
世
阿
弥
の
考
案
し
た
複

式
夢
幻
能
②
は
、
大
衆
芸
能
だ
っ
た
猿
楽
を
よ
り
芸
術
性
豊
か
な
歌

舞
劇
に
仕
上
げ
、
幽
玄
と
い
う
中
世
の
余
情
妖
艶
の
美
を
能
舞
台
に

演
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
時
移
り
将
軍
義よ
し

持も
ち

、
さ
ら

に
義よ
し

教の
り

の
代
に
な
る
と
、
観
世
座
は
将
軍
家
の
寵
を
失
っ
て
次
第
に

零
落
す
る
。
晩
年
の
世
阿
弥
は
有
能
な
後
継
者
だ
っ
た
長
男
元も
と
ま
さ雅
を

失
い
、
二
男
元も
と
よ
し能

は
失
望
の
あ
ま
り
出
家
、
あ
げ
く
義
教
の
逆げ
き
り
ん鱗

に

触
れ
て
佐
渡
に
配
流
さ
れ
る
と
い
う
二
重
三
重
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ

る
。
観
世
座
は
庶
流
で
は
あ
る
が
甥
の
音お
ん

阿あ

弥み

（
元
重
）
と
禅
竹
の

活
躍
が
将
軍
義
政
の
目
に
と
ま
り
、よ
う
や
く
名
声
も
旧
に
復
し
た
。

　

世
阿
弥
は
若
年
の
こ
ろ
よ
り
能
役
者
と
し
て
名
声
を
得
た
の
は
も

ち
ろ
ん
、『
井い

筒づ
つ

』『
砧き
ぬ
た

』『
忠た
だ
の
り度

』
な
ど
三
〇
編
余
の
不
朽
の
能
本

の
ほ
か
、『
風ふ
う

姿し

花か

伝で
ん

』『
花か
き
ょ
う鏡

』
な
ど
二
〇
編
の
能
の
奥
義
を
庭て
い

訓き
ん

と
し
て
秘
し
た
伝
書
を
書
き
残
し
、
今
日
ま
で
脈
々
と
続
く
能
楽
の

礎
を
築
い
た
天
才
で
あ
る
。

　

世
阿
弥
が
理
想
と
し
た
能
は
、
劇
的
な
も
の
と
音
楽
的
な
も
の
と

舞
踊
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
に
融
合
し
た
舞
台
で
あ
っ
た
と
、
昭
和
の

観
世
流
の
優
れ
た
能
役
者
だ
っ
た
観
世
寿ひ
さ

夫お

氏
は
、
そ
の
著
『
世
阿

弥
を
語
る
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
の
世
阿
弥
の
理
想

と
し
た
能
は
江
戸
時
代
、
幕
府
の
式
楽
③
と
し
て
四よ

座ざ

（
観
世
・
宝ほ
う

生し
ょ
う

・
金こ
ん

春ぱ
る

・
金
剛
）
一
流
（
喜き

多た

）
は
手
厚
く
保
護
さ
れ
、
演
能
時

吉 

良 

幸 

生

能
本
に
見
る
こ
と
ば
の
〈
花
〉

︱
︱
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
紡
ぐ
韻
文
の
妙
︱
︱
︱
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間
や
演
出
を
変
え
な
が
ら
も
元も
と

木き

（
根
本
）
は
保
持
継
承
さ
れ
た
。

明
治
維
新
で
そ
の
伝
統
も
潰つ
い

え
た
か
に
見
え
た
が
、
岩
倉
具と
も

視み

ら
の

支
援
を
得
て
復
活
し
、
現
代
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
小
稿
は
能
を
詞
章
か
ら
見
る
試
み
で
あ
る
。
能
本
を
活
字
で

読
む
の
は
味
気
な
い
。
修
辞
ま
み
れ
の
古
語
の
字
面
を
意
味
を
た
ど

り
な
が
ら
追
う
の
で
は
こ
と
ば
が
生
動
せ
ず
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
少
し

も
膨
ら
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
能
役
者
が
演
じ
つ
つ
地じ
う
た
い謡
と
詞
章
を

謡
い
、
囃は
や

子し

方か
た

が
詞
章
に
旋
律
を
つ
け
、
掛
け
声
よ
ろ
し
く
リ
ズ
ム

を
刻
む
と
き
、
能
本
の
詞
章
の
朧お
ぼ
ろ

な
る
と
こ
ろ
は
朧
な
る
ま
ま
に
生

動
す
る
。
こ
の
小
稿
は
難
解
な
詞
章
の
解
き
明
か
し
が
狙
い
で
は
な

く
、
演
能
の
際
、
謡
と
舞
と
が
融
合
し
な
が
ら
醸
し
出
す
美
に
、
詞

章
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
、
能
の
愛
好
者
の
一
私
見

で
あ
る
。

　

謡
曲
は
謡う
た
い

の
こ
と
だ
が
、
節ふ
し

で
謡
う
こ
と
ば
も
謡
と
い
う
こ
と
か

ら
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
詞
章
を
能
本
の
文
章
の
み
を
さ
す
意
に

用
い
る
。
詞
章
は
詞こ
と
ば

と
節ふ
し

に
大
別
さ
れ
る
。
詞
は
節
の
な
い
部
分
の

こ
と
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
一
種
の
抑
揚
は
あ
る
。

　

松
田
存た
も
つ

氏
の
よ
う
に
、
能
の
詞
章
を
文
学
史
上
特
筆
す
べ
き
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
位
置
づ
け
、
和
歌
と
深
く
関
わ
る
そ
の
表
現
技
法
を
高

く
評
価
を
す
る
研
究
者
も
い
る
が
、
大
方
の
認
識
は
、「
綴つ
づ

れ
の
錦に
し
き

」

と
い
っ
た
昔
な
が
ら
の
冷
評
の
域
を
出
な
い
。
坪
内
逍
遙
は
能
の
詞

章
を
、「
綴
れ
錦
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
酷
評

し
た
と
い
う
。
歌
舞
の
幽
玄
美
に
は
こ
と
ば
を
尽
く
す
の
に
、
音

曲
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
詞
章
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
絢け
ん
ら
ん爛

た
る
キ

ル
ト
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
。
能
に
お
け
る
詞
章
が
本ほ
ん

説ぜ
つ

（
典
拠
）
の
文
章
や
和
歌
を
大
胆
に
取
り
込
ん
だ
り
、
韻
文
に
複

雑
極
ま
る
修
辞
を
駆
使
し
て
こ
と
ば
に
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
な
陰
影
を
施

す
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
は
、
古
典
に
近
し

い
人
を
除
け
ば
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
。
謡う
た
い

と
舞
こ
そ
が
能
の
〈
花
〉、

台
本
の
詞
章
な
ど
そ
の
花
を
美
し
く
見
せ
る
た
め
の
狂
言
綺
語

0

0

0

0

に
過

ぎ
な
い
、
と
低
く
見
ら
れ
て
き
た
。

　

大
谷
節
子
氏
が
『
世
阿
弥
の
中
世
』
の
序
章
で
、「
世
阿
弥
の
能
は
、

演
じ
ら
れ
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
阿
弥
の
能
は
ま

た
、
読
ま
れ
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
。」
と
明
言
し
て
い
る
通
り
、

世
阿
弥
の
能
本
は
彫ち
ょ
う
た
く琢
し
た
巧
句
を
随
所
に
散
り
ば
め
、
明
ら
か
に

目
利
き
が
読
む
こ
と
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
数す

奇き

将
軍
と
も

い
う
べ
き
義
満
、
義
持
を
筆
頭
に
、
二
条
良よ
し
も
と基

、
一
条
兼か
ね
よ
し良

ら
当
時

超
一
流
の
知
識
人
、
さ
ら
に
、
少
な
か
ら
ず
い
た
に
違
い
な
い
う
る

0

0

さ
型

0

0

の
見け
ん
じ
ょ所
（
観
客
）
を
呻う
な

ら
せ
る
よ
う
な
能
本
を
書
き
、
自
ら
演

じ
た
い
、世
阿
弥
は
こ
う
し
た
稚
気
に
終
生
こ
だ
わ
り
続
け
た
人
だ
。

　

当
の
世
阿
弥
は
本
説
を
新
た
に
能
と
し
て
再
生
す
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
詞
章
を
、
ど
の
よ
う
に
案
配
し
て
、
ど
の
よ
う
な
節
付

け
を
す
れ
ば
い
い
と
考
え
て
、
作
能
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
風

姿
花
伝
』
な
ど
の
手
元
に
あ
る
伝
書
に
手
が
か
り
を
求
め
て
、
私
見

を
ま
と
め
て
み
た
。
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世
阿
弥
が
息
男
元
能
に
筆
録
さ
せ
た
『
申さ
る
が
く楽

談だ
ん

儀ぎ

』（「
曲
舞
の
音

曲
」）
の
な
か
で
、「
謡
は
節ふ
し

を
本ほ
ん

（
基
本
）
に
す
。」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
拍
節
は
舞ま
い

と
も
ど
も
能
の
二
大
要
素
で
あ
る
。
節
と
は

節
回
し
、
つ
ま
り
旋
律
の
こ
と
で
、
あ
る
リ
ズ
ム
を
伴
っ
て
歌
う
よ

う
に
展
開
す
る
音
の
高
低
緩
急
の
ま
と
ま
っ
た
繋
が
り
を
い
う
の
だ

が
、能
で
は
小
段
（
脚
本
構
成
の
基
本
単
位
）
ご
と
に
名
称
が
あ
り
、

節
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
文
頭
に
「
〽
」
で
表
記
す
る
謡
の
リ
ズ
ム

が
明
確
な
も
の
（
次
第
、
ク
セ
、
ロ
ン
ギ
な
ど
）
と
、「
乁
」
で
表

記
す
る
リ
ズ
ム
が
明
確
で
な
い
も
の
（
一
セ
イ
、
ク
リ
、
サ
シ
な
ど
）

に
分
け
ら
れ
る
。
旋
律
の
鳴
り
物
は
笛
方
が
担
当
す
る
。
一
方
、
拍

は
テ
ン
ポ
の
こ
と
で
、
大
鼓
・
小
鼓
と
太
鼓
、
そ
れ
に
、「
ヨ
」「
ホ
」

な
ど
臍せ
い

下か

丹た
ん
で
ん田
に
力
を
込
め
た
掛
け
声
が
こ
れ
を
受
け
持
つ
。
能
の

拍
節
は
と
て
も
複
雑
で
、
謡
を
習
っ
た
経
験
の
な
い
者
に
は
感
覚
的

に
な
か
な
か
掴
み
に
く
い
。

　

音
楽
家
の
林
光ひ
か
る

氏
に
よ
れ
ば
謡
曲
の
旋
法
（
音
階
）
は
、
洋
楽
の

用
語
で
言
う
な
ら
長
二
度
・
完
全
四
度
・
完
全
五
度
の
三
音
差
し
か

な
く
、
し
か
も
半
音
階
の
な
い
、
極
め
て
単
純
な
旋
法
だ
と
い
う
。

そ
の
上
で
、
氏
は
二･

四･

五
の
単
純
極
ま
り
な
い
旋
法
（
能
で
い

う
下げ

音お
ん・
中ち
ゅ
う
お
ん音・
上じ
ょ
う
お
ん音
）が
ど
う
し
て
力
を
持
ち
得
る
の
か
自
問
し
て
、

そ
れ
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
引
用
や
型
と
な
っ
た
言
い
回
し
を
も
の
と
も

し
な
い
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
絢け
ん
ら
ん爛

た
る
詞
章
」、「
緩
急
自
在
、
決

し
て
単
調
に
な
ら
な
い
テ
ン
ポ
」、「
口こ
う
こ
う腔
ぜ
ん
ぶ
を
運
動
さ
せ
て
や

ま
ぬ
、
言
語
の
始
原
に
迫
ろ
う
と
で
も
す
る
よ
う
な
発
音
」
の
三
つ

の
要
因
を
挙
げ
、
結
局
、
単
純
旋
法
だ
か
ら
こ
れ
ら
す
べ
て
を
引
き

受
け
、引
っ
担
い
で
い
け
る
の
だ
ろ
う
、と
自
答
し
て
い
る
。氏
の『
音

楽
劇
と
し
て
の
能
』
④
と
い
う
こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
読
ん
で
、
能
の
神

秘
的
な
節
の
魅
力
を
多
面
的
に
捉
え
て
み
る
糸
口
を
得
た
。

　

能
の
拍
節
に
は
不
案
内
の
上
に
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
昔

の
結
婚
式
で
謡
わ
れ
た
お
な
じ
み
の
「
〽
高た
か

砂さ
ご

や
、
此こ
の

浦う
ら

船ふ
ね

に
帆
を

揚
げ
て 

…
」（『
高
砂
』）
と
か
、
信
長
が
桶お
け

狭は
ざ

間ま

出
陣
の
折
に
一
差

し
舞
っ
た
と
い
う
「
〽
人
間
五
十
年
、
化け

天て
ん

の
う
ち
を
比く
ら

ぶ
れ
ば
、

夢
幻
の
如
く
な
り 

…
」（
幸こ
う

若わ
か

舞ま
い
⑤
『
敦あ
つ
も
り盛

』）
の
、
あ
の
節
回
し
が

平ひ
ら

ノ
リ
で
、
七
五
調
の
一
句
、
一
二
音
節
を
八や
つ

拍び
ょ
う
し子

に
割
り
当
て
る

謡
の
基
本
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
程
度
に
と
ど
め
た
い
。

                                                         

　

二　

能
こ
と
ば
の
特
質

　

前
章
で
取
り
上
げ
た
能
の
仕
組
み
の
な
か
で
、
詞
章
が
音
曲
に

乗
っ
て
生
動
す
る
に
は
、
詞
章
に
そ
れ
な
り
の
こ
と
ば
と
し
て
の
力

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
力
は
意
味
だ
け
で
も
、
韻
律
だ
け
で

も
節
だ
け
で
も
な
い
。
三
者
が
ぴ
た
り
と
融
合
し
た
と
き
、
は
じ
め

て
詞
章
は
生
き
て
力
を
発
揮
し
、「
か
か
り
よ
き
（
風
情
あ
る
）
こ

と
ば
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
詞
章
の
謂い

い
な
の
か
、
手
許
の
世
阿
弥
の
伝
書
に
散
見
す
る
所
説
を
手
掛
か
り

に
、
そ
の
特
質
を
三
点
に
ま
と
め
て
み
た
。
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１　

詞
章
と
幽
玄

　
　

こ
と
葉
の
や
さ
し
く
て
、
貴き

人じ
ん

・
上じ
や
う
に
ん人

の
御
な
ら
は
し
の
こ
と

ば
づ
か
ひ
を
、
よ
く
な
ら
ひ
、
う
か
が
ひ
て
、
か
り
そ
め
な
り

と
も
口
よ
り
い
だ
さ
ん
ず
る
こ
と
葉
の
や
さ
し
か
ら
ん
、
こ
れ

こ
と
ば
の
幽
玄
な
る
べ
し
。
⑥　

 

　

　

世
阿
弥
は
ま
ず
言
う
、
能
は
高
貴
な
人
の
優
し
い
こ
と
ば
遣
い
を

専
ら
に
す
る
、
そ
れ
が
能
こ
と
ば
を
幽
玄
に
す
る
の
だ
と
。
当
時
、

幽
玄
と
い
う
語
は
「
明
る
い
美
し
さ
」、「
奇
麗
」、「
優
美
」
の
意
に

用
い
て
お
り
、「
幽か
す

か
に
玄く
ら

く
奥
深
い
境
地
」
を
意
味
し
な
い
。
音

曲
の
幽
玄
、
振
り
（
所
作
）
の
幽
玄
と
い
う
場
合
も
、
世
阿
弥
は
同

じ
意
に
用
い
て
い
る
。

　

大
和
猿
楽
が
興
福
寺
な
ど
南
都
の
寺
社
で
、
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る

法ほ
う

楽ら
く

と
し
て
参
詣
人
相
手
に
薪た
き
ぎ
の
う能
や
神
事
能
⑦
を
演
じ
て
い
た
芸
能

か
ら
、
将
軍
家
や
公
家
・
大
名
の
庇
護
を
受
け
、
仙
洞
御
所
へ
も
参

入
が
許
さ
れ
る
芸
能
へ
と
芸
位
が
上
が
る
つ
れ
、
い
や
で
も
「
申さ
る

楽が
く

は
貴き

人に
ん

の
御お
ん

出い
で

を
本ほ
ん

」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
演
目
も
「
貴
人
の

御ぎ
ょ

意い

に
叶
へ
る
」（
い
ず
れ
も
『
風
姿
花
伝
』
第
三
）
も
の
を
最
優

先
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
浮
く
も
沈
む

も
ス
ポ
ン
サ
ー
の
ご
機
嫌
次
第
と
な
れ
ば
、「
乞こ
つ
じ
き食

の
所
業
」
と
蔑

ま
れ
た
猿
楽
が
や
っ
と
手
に
し
た
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
持
す
る
に
は
、

こ
と
ば
も
挙
措
も
す
べ
て
を
貴
人
に
倣
い
、
貴
人
好
み
に
す
る
ほ
か

な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
猿
楽
は
成
り
立
ち
か
ら
し
て
、
大
衆
芸
能
と
し
て
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
を
持
っ
て
い
る
。「
力
な
く
（
残
念
な
が
ら
）
こ
の
道
は
見け
ん

所じ
ょ

を

本ほ
ん

と
す
る
業わ
ざ

な
れ
ば
、
そ
の
当た
う
せ
い世

々
々
の
風ふ
う

儀ぎ

（
そ
の
時
代
時
代
の

習
慣
や
好
み
）」
に
添
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
権
力

者
の
庇
護
と
、「
衆
人
愛あ
い
ぎ
ょ
う敬

」
な
く
し
て
は
立
ち
ゆ
か
ぬ
大
衆
芸
能

と
し
て
の
猿
楽
の
現
実
に
、
一
座
の
棟
梁
と
し
て
世
阿
弥
は
ど
う
折

り
合
い
を
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
阿
弥
の
凄
さ
は
、
能
を
貴
人
・

上
人
の
目
線
に
置
い
て
な
お
、
芸
位
を
下
げ
る
こ
と
な
く
、
庶
人
の

目
を
も
楽
し
ま
せ
る
能
を
考
案
し
て
演
じ
、
見
所
の
レ
ベ
ル
を
上
げ

る
工
夫
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
（
謡
を
も
と
に
し
て
所
作
を
す
る
能
）
こ
れ
、
一
大
事
（
大
切

な
事
柄
）
な
り
。
真
実
面
白
し
と
感
を
な
す
は
、
こ
れ
な
り
。

聞
く
所
は
、
耳み
み
ぢ
か近

に
、
面
白
き
言
葉
に
て
、
節ふ
し

の
か
か
り
よ
く

て
、
文
字
移
り
の
美
し
く
続
き
た
ら
ん
が
、
殊
さ
ら
、
風
情
を

持
ち
た
る
詰
め
を
嗜た
し
な

み
て
（
好
ん
で
）
書
く
べ
し
。
こ
の
数
々

の
相さ

応お
う

す
る
所
に
て
、
庶し
ょ
に
ん人

一
同
に
感
を
な
す
な
り
。
⑧

　

こ
こ
で
世
阿
弥
が
い
う
「
耳
近
に
、
面
白
き
言
葉
」
と
は
、「
耳

に
な
じ
ん
だ
味
の
あ
る
雅
語
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
俗
耳
に
な
じ
ん

だ
品
低
き
「
俗
語
」
で
は
な
い
。
能
の
こ
と
ば
は
ど
こ
ま
で
も
貴
人
・

上
人
の
耳
に
心
地
よ
い
、
品
高
き
こ
と
ば
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
庶

人
も
場
数
を
踏
め
ば
雅
語
も
や
が
て
耳
近
に
な
っ
て
、
上し
ょ
う

下か

と
も

ど
も
感
動
を
共
有
で
き
る
、
と
い
う
の
が
世
阿
弥
の
一
貫
し
た
信
条

だ
っ
た
。

　
　

得
た
る
上
手
に
て
、
工
夫
あ
ら
ん
為し

手て

な
ら
ば
、
ま
た
、
目
利
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か
ず
（
鑑
識
眼
の
低
い
人
）
の
眼
に
も
面
白
し
と
見
ゆ
る
や
う

に
、
能
を
す
べ
し
。
⑨

２　

詞
章
と
本
説 

　
　

よ
き
能
と
申
す
は
、本
説
（
典
拠
）
正
し
く
、珍
し
き
風ふ
う
て
い体

（
姿

形
）
に
て
、
詰
め
所
（
山
場
）
あ
り
て
、
か
か
り
幽
玄
な
ら
ん

（
移
り
や
流
れ
が
優
美
で
あ
る
）
を
、
第
一
と
す
べ
し
。
⑩

　

世
阿
弥
が
本
説
を「
正
し
く（
用
い
よ
）」と
い
う
の
は
、伊
勢
物
語
、

源
氏
物
語
、
平
家
物
語
、
太
平
記
な
ど
の
古
典
の
ほ
か
、
寺
社
縁
起
、

民
間
説
話
・
伝
説
な
ど
も
含
め
た
、
由
緒
あ
る
古
典
・
説
話
な
ど
の

な
か
か
ら
、
す
で
に
物
語
化
・
説
話
化
さ
れ
た
人
物
や
挿
話
を
借
り
、

ち
ょ
っ
と
趣
向
を
変
え
て
面
白
い
能
に
仕
立
て
よ
、と
い
う
こ
と
だ
。

能
に
登
場
す
る
中
心
人
物
（
シ
テ
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、物
語
や
歴
史
、

あ
る
い
は
説
話
で
名
を
知
ら
れ
た
面
々
で
あ
る
。
す
で
に
レ
ジ
ェ
ン

ド
と
な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
人
物
を
能
舞
台
に
登
場
さ
せ
れ
ば
、
労

せ
ず
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
相
乗
効
果
が
期
待
で
き
る
、
そ
れ
が
世
阿
弥

の「
正
し
き
本
説
」に
こ
だ
わ
る
最
大
の
理
由
だ
ろ
う
。『
頼よ
り

政ま
さ

』『
忠

度
』『
実さ
ね

盛も
り

』
な
ど
の
よ
う
に
、
平
家
物
語
を
本
説
と
し
て
、
そ
の

人
物
の
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
う
ま
く
生
か
し
な
が
ら
、
粧
い
を
少
し

変
え
て
、
戦
乱
の
世
に
生
き
た
武
将
の
悲
哀
や
優
し
さ
を
美
し
く
演

出
す
る
、
そ
れ
が
幽
玄
の
能
で
あ
る
と
、
世
阿
弥
は
自
作
自
演
で
証

明
し
て
み
せ
た
。本
説
の
な
い
斬
新
な
創
作
能
な
ど
彼
の
頭
に
な
い
。

　

鷲
田
清
一
氏
が
朝
日
新
聞
の
「
折
々
の
こ
と
ば
」（
八
四
六
）
で
、

「（
映
画
や
演
劇
に
）
必
要
な
の
は
激
越
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
は
な

く
、
微
妙
な
変
化
だ
。」
と
い
う
鴨
下
信
一
氏
（
演
出
家
）
の
こ
と
ば

を
紹
介
し
て
、「
本
歌
ど
り
」
こ
そ
芸
術
創
造
の
原
点
で
、
ま
ず
型
が

あ
り
さ
ら
に
そ
れ
を
ず
ら
す
か
ら
、
観
客
も
ど
こ
が
ど
う
変
わ
っ
た

の
か
が
き
ち
ん
と
掴
め
る
、
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
本
歌
取
り
と

は
和
歌
や
連
歌
を
作
る
際
、
す
ぐ
れ
た
古
歌
や
漢
詩
の
語
句
、
発
想
、

趣
向
な
ど
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
て
、
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
の
効
果
を

狙
う
表
現
技
巧
の
こ
と
で
、
新
古
今
集
の
時
代
に
隆
盛
を
み
た
。

　

こ
の
コ
ラ
ム
を
読
ん
だ
と
き
、
こ
れ
こ
そ
能
そ
の
も
の
だ
と
思
わ

ず
膝
を
打
っ
た
。
後
日
、
増
田
正
造
氏
の
著
書
『
能
の
表
現
』
の
な

か
に
、「
和
歌
に
お
け
る
〈
本
歌
取
り
〉
の
技
法
は
、
能
に
受
け
継

が
れ
拡
大
さ
れ
た
。」
と
い
う
一
文
を
見
い
だ
し
て
、
い
よ
い
よ
意

を
強
く
し
た
。

　

本
歌
取
り
を
可
能
に
す
る
の
は
、今
と
違
い
、古
典
や
和
歌
が
人
々

の
身
近
に
あ
り
、暮
ら
し
の
な
か
に
生
き
づ
い
て
い
る
時
代
で
あ
る
。

鎌
倉
・
京
都
の
禅
林
を
中
心
に
し
て
漢
詩
文
が
隆
盛
を
み
た
五
山
文

学
、
義
満
の
こ
ろ
の
北
山
文
化
、
義
政
の
こ
ろ
の
東
山
文
化
と
、
中

世
の
公
家
、
武
家
貴
族
、
禅
僧
ら
の
学
問
・
芸
術
・
造
型
に
関
す
る

熱
意
と
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
、
建
築
・
庭
園
様
式
、
絵
画
、
猿
楽
、
連

歌
、
茶
道
、
歌
道
な
ど
、
わ
が
国
の
伝
統
文
化
の
大
本
が
こ
の
時
代

に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
想
像
が

つ
く
。
末
法
の
世
に
あ
っ
て
、
し
か
も
南
北
朝
動
乱
や
観
応
の
擾
乱

の
瑕き
ず

な
お
癒い

え
ず
、
正し
ょ
う

平へ
い

一
統
（
南
北
朝
統
一
）
も
確
執
が
ら
み
で

絶
え
ず
揺
れ
動
く
こ
の
時
期
に
、
王
朝
文
化
を
凌
駕
せ
ん
ば
か
り
の
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質
の
高
い
文
化
が
興
隆
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
堂ど
う

上じ
ょ
う

方が
た

の
文
化
熱
が
地ぢ

下げ

衆し
ゅ
う

に
も
波
及
し
て
、
庶
民
の

多
く
は
先
達
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
和
歌
や
連
歌
に
も
慣
れ
親
し
ん

で
い
た
ろ
う
し
、
名
の
知
れ
た
古
典
な
ど
読
ま
ず
と
も
耳
学
問
で
聞

き
か
じ
っ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
平
家
琵
琶
や
太た
い

平へ
い

記き

読よ
み

な
ど
を
通

じ
て
軍
記
物
の
名
場
面
な
ど
は
語
り
ぐ
さ
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
幅
広
い
文
化
的
な
背
景
を
見
所
が
共
有
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
現
代
か
ら
す
れ
ば
小
難
し
い
能
楽
観
賞
も
可
能
に
な
る
の
だ
。

子
供
に
は
パ
ン
ト
マ
イ
ム
（
無
言
劇
）
は
理
解
で
き
て
も
、
能
は
理

解
で
き
な
い
。能
の
理
解
に
は
必
須
の
文
化
の
累
積
が
な
い
か
ら
だ
。

３　

詞
章
と
和
歌

　

  

仮け
り
や
う令

（
例
え
ば
）、
名
所
・
旧
跡
の
題
目
な
ら
ば
、
そ
の
所
に

よ
り
た
ら
ん
ず
る
詩
歌
の
、
言
葉
の
耳み
み
ぢ
か近
か
ら
ん
（
聞
き
慣
れ

た
）
を
、
能
の
詰
め
所
（
一
曲
の
山
）
に 
寄
す
べ
し
。
⑪

　
　

能
に
は
、
み
ゝ
ぢ
か
成な
る

古
文
、
古こ

歌か

、
わ
か
こ
と
ば
も
よ
き
也
。

あ
ま
り
に
深
き
（
巧
み
す
ぎ
る
）
は
、当
座
（
そ
の
場
の
見
物
）

に
は
聞
こ
え
ず
。
さ
う
し
（
物
語
）
に
て
は
お
も
し
ろ
し
。
⑫

　

和
歌
や
連
歌
に
造
詣
の
深
か
っ
た
世
阿
弥
は
、
能
本
に
和
歌
を
用

い
る
こ
と
を
奨
め
、
そ
の
効
用
を
説
い
て
い
る
。
世
阿
弥
が
能
の
な

か
に
和
歌
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
、
見
て
お
こ
う
。

　

世
阿
弥
は
『
覚
習
条
条
』
の
な
か
で
、「
こ
と
葉
幽
玄
な
か
ら
ん

た
め
に
は
歌
道
を
習
」
う
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
歌
道
は
「
幽
玄
の
種
」

だ
か
ら
だ
と
諭
し
て
い
る
。
ま
た
『
風
姿
花
伝
』
序
で
は
、
能
楽
の

正
統
を
継
承
せ
ん
と
志
す
者
は
、
能
芸
以
外
の
道
に
は
目
も
く
れ
る

な
、
た
だ
し
、「
歌
道
は
風
月
延
年
の
飾
り
（
風
月
の
景
を
借
り
た

延
年
の
舞
で
あ
る
猿
楽
に
美
を
加
え
る
も
の
）
な
れ
ば
、
も
っ
と
も

（
ふ
ん
だ
ん
に
）
こ
れ
を
用
ふ
べ
し
。」
と
説
い
て
い
る
。
和
歌
は
こ

と
ば
を
幽
玄
に
す
る
大
本
で
あ
り
、能
を
美
し
く
見
せ
る
た
め
の「
飾

り
」
で
も
あ
る
と
言
う
の
だ
。
能
に
お
け
る
和
歌
及
び
和
歌
こ
と
ば

の
機
能
性
と
、
装
飾
性
と
を
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
た
め
に
は
、
能
に
用
い
る
和
歌
は
技
巧
を
凝
ら
し
た
名
歌

で
は
な
く
、
耳
慣
れ
た
、
直
ぐ
意
味
の
分
か
る
和
歌
が
よ
く
、
そ
れ

を
一
曲
の
山
に
「
寄
す
べ
し
」
と
い
う
。「
寄
す
・
寄
せ
る
」
は
置0

く0

の
で
も
は
め
込
む

0

0

0

0

の
で
も
な
く
、
文
脈
の
な
か
で
和
歌
・
和
歌
こ

と
ば
が
張
ら
な
い
よ
う
、
曲
の
流
れ
に
沿
う
よ
う
、
そ
っ
と
寄
せ
る
、

と
い
う
意
だ
。

　

世
阿
弥
が
能
に
和
歌
を
生
か
す
技
に
い
か
に
巧
み
だ
っ
た
か
、『
井

筒
』
に
そ
の
例
を
見
て
み
よ
う
。（
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
引
き
歌
、
及
び

部
分
。
以
下
同
じ
）。
序
の
段
で
、ワ
キ
（
旅
僧
）
が
名
ノ
リ
し
た
後
、

サ
シ
と
い
う
文
意
を
主
に
さ
ら
さ
ら
と
謡
う
小
段
に
移
る
。

  

Ａ　

乁
扨さ
て

は
此こ
の

在
原
寺
は
い
に
し
へ
業な
り

平ひ
ら

紀き

の
有あ
り

常つ
ね

の
息
女
、
夫

婦
住す
み

給
ひ
し
石い
そ
の
か
み上

な
る
べ
し
、
風
吹ふ
け

ば
沖
つ
白
浪
龍た
つ

田
山
と
詠

じ
け
ん
も
、
此こ
の

所
に
て
の
事
な
る
べ
し
。

　

こ
れ
は
伊
勢
物
語
二
三
段
「
筒
井
筒
」
の
後
半
に
出
て
来
る
歌
の

上
句
で
、
下
句
は
「
夜よ

半は

に
や
き
み
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」。
こ
の

引
き
歌
は
平
凡
の
よ
う
だ
が
、
有
常
女む
す
め

が
、
別
の
女
の
も
と
へ
山
越
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え
し
て
通
う
夫
業
平
に
妬
心
も
抱
か
ず
、
夫
の
身
を
案
ず
る
歌
を
冒

頭
に
引
く
こ
と
で
、
有
常
女
の
奥
ゆ
か
し
さ
や
、
業
平
へ
寄
せ
る

信
頼
と
深
い
愛
情
を
暗
示
し
、
そ
の
優
し
さ
に
打
た
れ
て
、
旅
僧
が

「
妹い
も

背せ

を
か
け
て
と
ぶ
ら
は
ん
」
と
、
夫
婦
と
も
ど
も
回え

向こ
う

す
る
場

面
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

Ｂ　

〽
ワ
キ　

更ふ
け
ゆ
く行
や
、
在
原
寺
の
夜
の
月
、
在
原
寺
の
夜
の
月
、

昔
を
返
す
衣こ
ろ
も
で手

に
、
夢
待
添
へ
て
仮か
り

枕ま
く
ら

、
苔こ
け

の
筵む
し
ろ

に
臥ふ

し
に
け

り
、
苔
の
筵
に
臥
し
に
け
り
。

　

Ｂ
は
急
の
上あ
げ
う
た歌

と
い
う
高
音
域
の
旋
律
を
主
に
し
た
小
段
。
こ
こ

に
小
野
小
町
の
有
名
な
歌
、「
い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
玉
の

夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る
」（
古
今
集
恋
二
）
の
一
部
が
、
こ
と
ば

を
変
え
て
引
か
れ
て
い
る
。「
む
ば
玉
の
」は
夜
の
枕
詞
。
本
歌
の「
返

す
」
は
「
衣
を
返
し
て
着
て
寝
る
」
意
で
、
そ
う
す
れ
ば
恋
し
い
人

が
夢
に
出
て
く
る
と
い
う
俗
信
を
歌
に
し
た
も
の
だ
が
、
世
阿
弥
は

「
衣
を
返
し
て
寝
る
」
意
に
、「
昔
を
返
す
（
懐
古
す
る
）」
意
を
重
ね
、

「
懐
古
の
夢
を
見
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
、
仮
の
枕
を
添
え
て
仮
寝

す
る
」
意
を
引
き
出
し
て
く
る
。
ワ
キ
の
旅
僧
は
た
と
え
苔
の
筵
で

も
衣
を
返
し
て
寝
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
い
い
夢
を
見
る
こ
と
に
な

ろ
う
と
、
見
所
に
僧
の
見
る
夢
を
約
束
し
て
い
る
。

　

Ｃ　
サ
シ
乁
女　

徒あ
だ

な
り
と
名
に
こ
そ
立
て
れ
桜
花
、
年
に
稀
な
る

人
も
待ま
ち

け
り
、
か
様
に
詠
み
し
も
我
な
れ
ば
人
待ま
つ

女
と
も
い
は

れ
し
な
り
、
我
筒つ
つ

井
筒
の
昔
よ
り
、
真
弓
槻つ
き

弓
年
を
経
て
、
今

は
亡
き
世
に
業
平
の
、
形
見
の
直な
ほ
し衣
身
に
触
れ
て
。

　

Ｃ
は
急
の
段
一い

っ
せ
い声

の
サ
シ
。
井
筒
の
女
の
亡
霊
が
業
平
の
形
見
の

長ち
ょ
う

絹け
ん

直の
う
し衣
に
初う
い
こ
う
ぶ
り冠
を
付
け
た
武
官
姿
で
現
れ
、
こ
の
後
、「
〽
恥
ず

か
し
や
、
昔
男
の
移
り
舞
、
雪
を
廻め
ぐ

ら
す
（
霏ひ

ひ々

と
舞
う
雪
の
よ
う

な
）
花
の
袖
。」
と
謡
っ
て
か
ら
序
ノ
舞
と
な
り
、『
井
筒
』
最
大
の

見
せ
場
に
移
る
。
伊
勢
物
語
一
七
段
の
こ
の
歌
の
作
者
を
、
古
注
で

は
有
常
女
と
す
る
。
と
な
れ
ば
、
浮
気
者
と
評
判
の
男
は
業
平
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
後
の
歌
の
下
句
は
「
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し

み
せ
よ
」
で
、
同
二
四
段
の
歌
で
あ
る
。

　

最
初
に
通
読
し
た
と
き
、
前
者
は
「
人
待
つ
女
」
を
出
す
た
め
の

引
き
歌
で
、
後
者
は
「
真
弓
槻
弓
」
は
「
槻
」
を
「
月
」
に
掛
け
、

語ご

呂ろ

を
生
か
し
て
「
年
」
の
序
詞
と
す
る
、
並
み
の
引
き
歌
と
思
っ

た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
同
じ
伊
勢
物
語
の
歌
と
は
い
え
、
二
三
段
の

『
井
筒
』
と
は
無
関
係
な
歌
を
、
な
ぜ
肝
心
な
「
開か
い
も
ん聞

の
在ざ
い
し
ょ所

」（
山

場
）
で
引
く
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

鍵
は
修
辞
に
な
く
歌
意
に
あ
っ
た
。
前
者
は
「
浮
気
男
な
ん
だ
か

ら
来
訪
を
待
つ
の
は
無
駄
だ
と
言
わ
れ
た
け
ど
、
そ
れ
で
も
私
は
あ

の
人
を
信
じ
て
待
ち
続
け
る
」
意
で
、
Ａ
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
と

背
中
合
わ
せ
の
、
有
常
女
の
業
平
に
寄
せ
る
揺
る
ぎ
な
い
愛
の
歌
な

の
で
あ
る
。
後
者
は
三
年
待
っ
て
も
夫
が
帰
っ
て
来
な
い
の
で
、
空く
う

閨け
い

の
寂
し
さ
に
耐
え
か
ね
た
女
が
、
別
の
男
と
初
夜
の
共
寝
を
し
て

い
た
夜
、
夫
が
帰
っ
て
来
て
戸
を
叩
く
。
慌
て
た
女
は
戸
を
開
け
な

い
で
、
事
の
次
第
を
歌
に
詠
ん
だ
。
夫
は
怒
り
を
露あ
ら
わ

に
せ
ぬ
ど
こ
ろ

か
、「
長
年
私
が
お
前
を
愛
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
男
の
人
を
愛
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し
な
さ
い
」
と
、
優
し
い
歌
を
返
し
た
。
女
は
、
本
当
に
好
き
な
の

は
あ
な
た
よ
、
と
再
度
歌
を
書
い
て
渡
し
た
が
、
夫
は
無
言
で
立
ち

去
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
恰
好
い
い
優や
さ
お
と
こ男

な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
女

は
男
を
追
う
も
叶
わ
ず
、
絶
望
し
て
指
に
血
を
滴
ら
せ
な
が
ら
、
岩

に
無
念
の
歌
を
書
き
付
け
て
果
て
た
。

　

こ
の
二
首
の
和
歌
に
共
通
す
る
の
は
、
生
身
の
女
な
ら
抱
く
に
違

い
な
い
妬
心
と
か
、
女
房
を
寝
取
ら
れ
た
男
の
憤ふ
ん

怒ぬ

と
い
っ
た
生な
ま

臭ぐ
さ

さ
を
一
切
そ
ぎ
落
と
し
た
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
、
限
り
な
く
美

し
く
純
化
さ
れ
た
愛
で
、
業
平
・
有
常
女
の
青
春
の
純
愛
、
そ
し
て

懐
の
深
い
、
優
し
い
夫
妻
愛
へ
と
繋
が
る
。
男
装
し
た
亡
霊
の
有
常

の
娘
が
、
業
平
と
初
々
し
い
相
聞
歌
を
交
わ
し
て
結
ば
れ
て
以
来
、

ず
っ
と
変
わ
ら
ず
愛
し
愛
さ
れ
た
二
人
の
暮
ら
し
を
た
だ
懐
か
し
く

回
想
し
、
陶
然
と
し
て
舞
う
姿
を
描
き
な
が
ら
、
世
阿
弥
は
こ
こ
に

男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
理
想
と
す
る
「
信
じ
て
待
つ
女
」
と
、「
懐
の
広

い
上
品
な
優
男
」
の
二
首
の
歌
を
寄
せ
た
。
世
阿
弥
の
引
き
歌
を
生

か
す
技
は
多
彩
で
し
か
も
奥
深
い
。

　

三　

能
こ
と
ば
の
陰

　

能
の
詞
章
を
「
綴
れ
の
錦
」（
華
麗
に
綴
ら
れ
た
狂
言
綺
語
）
と

蔑
む
の
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
の
い
わ
ば
戯
評
で
あ
る
。
し

か
し
、
能
こ
と
ば
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
、
例
え
ば
、

象
徴
詩
が
中
心
の
詩
劇

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
よ
う
な
評
価
軸
が
必
要
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
律
文
を
主
に
し
た
能
の
詞
章
は
古
典
を
本
説
と
し
て
、

そ
の
物
語
の
歌
や
雅
語
を
無
遠
慮
に
借
用
す
る
。
本
説
に
よ
り
な
が

ら
趣
向
を
少
し
変
え
て
、
新
味
を
出
す
の
が
能
な
の
だ
か
ら
、
用
語

を
古
典
に
頼
る
の
は
当
然
で
あ
る
。要
は
、あ
り
ふ
れ
た
古
語
で
も
っ

て
、
本
説
を
少
し
ず
ら
し
た
新
趣
向
を
ど
う
や
っ
て
生
み
出
す
か
で

あ
る
。
世
阿
弥
の
能
本
を
読
ん
で
い
て
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
博

識
は
言
わ
ず
も
が
な
、
和
歌
や
連
歌
に
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
古

語
を
生
か
す
彼
の
言
語
感
覚
の
鋭
さ
、
そ
れ
に
、
所
作
の
稽
古
の
賜た
ま
も
の

か
、
潤
沢
な
語ご

彙い

を
巧
み
に
案
配
し
な
が
ら
自
在
に
律
文
化
し
て
い

く
、
並
外
れ
た
リ
ズ
ム
感
で
あ
る
。

  

世
阿
弥
は
こ
と
ば
の
意
味
と
韻
律
の
美
と
の
せ
め
ぎ
の
な
か
で
、

「
す
べ
て
の
言
語
の
修
辞
効
果
」
を
ど
う
利
用
す
れ
ば
、「
語こ
と
ば

の
陰
を

多
く
重
ね
、
幻
影
を
匂
い
や
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」（
折
口

信
夫
『
短
歌
本
質
成
立
の
時
代
』）
を
知
る
、
つ
ま
り
、
こ
と
ば
の

〈
花
〉
を
知
る
才
人
だ
っ
た
。
彼
は
能
の
詞
章
は
音
曲
の
か
か
り
が

大
事
だ
と
繰
り
返
す
が
、
そ
の
際
、
節
の
か
か
り
さ
え
よ
け
れ
ば
、

意
味
を
度
外
視
し
て
い
い
な
ど
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
。「
秘
す
れ

ば
花
」（『
風
姿
花
伝
』
第
七
）
は
、
伝
書
を
秘
蔵
す
る
効
用
の
み
な

ら
ず
、
こ
と
ば
の
意
味
を
顕あ
ら

わ
に
し
な
い
効
用
に
も
通
じ
る
の
だ
。

　

多
く
の
陰
影
を
重
ね
持
つ
詞
章
が
、
意
味
は
朧お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
リ
ズ
ム

よ
く
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
き
、
見
所
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら

ん
で
い
く
。
逆
に
、
主
語
・
述
語
、
文
節
の
修
飾
・
被
修
飾
を
明
確

に
し
て
言
い
了お

え
て
は
想
像
力
の
扉
は
開
か
な
い
。
く
り
返
し
言
う
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が
、
能
こ
と
ば
の
意
味
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
は
な
い
、
意
味
を
陰

と
し
て
あ
え
て
言
い
了
え
ず
、
律
文
に
約つ
づ

め
た
の
が
能
こ
と
ば
な
の

だ
。

　

音
曲
と
融
合
す
る
〈
花
〉
あ
る
こ
と
ば
を
模
索
し
続
け
た
世
阿
弥

が
、最
も
重
要
視
し
た
の
は
「
文
字
移
り
」
で
あ
っ
た
。『
風
姿
花
伝
』

（
第
六
花
修
云
）
で
、「
節
の
か
か
り
よ
く
て
、
文
字
移
り
の
美
し
く

続
き
た
ら
ん
は 

…
」
と
い
う
「
文
字
移
り
」
は
、
文
字
の
続
き
ぐ

あ
い
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
七
五
調
の
律
文
の
五
字
音
が
次
句
の
七

字
音
へ
と
続
く
場
合
を
い
う
。
そ
の
続
き
ぐ
あ
い
を
美
し
く
す
る
綴

り
方
は
複
雑
で
多
様
だ
。（
作
品
名
無
記
入
は
『
井
筒
』、以
下
同
じ
）

　

Ｄ　
ク
セ
〽
地 

…
井
筒
に
寄
り
て
、
う
な
ひ
子ご

の
、
友
だ
ち
語
ら

0

0

0

0

0

ひ
て

0

0

、
互
ひ
に
影
を
水
鏡
（
水
底
に
見
て
）、
面お
も
て

を
並
べ
袖
を

掛
け
、
心
の
水
も
底
ひ
な
く
（
無
心
に
）、
移
（
映
）
る
月
日

も
重
な
り
て
、
大
人
し
く
恥
ぢ
が
は
し
く
、
互
ひ
に
今
は
な
り

に
け
り
、 

　

傍
点
部
を
除
け
ば
七
五
調
の
定
型
韻
文
で
、
音
律
も
美
し
く
、
修

辞
も
傍
線
部
の
三
箇
所
だ
け
な
の
で
、
文
意
も
た
ど
り
や
す
く
、
す

ら
す
ら
と
直
線
的
に
繋
が
る
。
こ
の
Ｄ
の
よ
う
な
文
字
移
り
を
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
と
す
れ
ば
、
次
の
Ｅ
は
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え

よ
う
。

　

Ｅ　
ク
リ
〽
地 

忘
れ
ぬ
も
の
を
い
に
し
へ
の
、
心
の
奥
の
信し
の

夫ぶ

山や
ま

、

忍
び
て
通
ふ
道み
ち
し
ば芝
の
、
露
の
世よ
が
た
り語
由よ
し

ぞ
な
き
（
禅
竹
『
定
家
』）

　

七
五
調
で
韻
律
は
美
し
く
移
る
が
、
意
味
の
移
り
は
、
鎖
状
の
雨あ
ま

樋ど
い

を
水
が
く
ね
く
ね
と
流
れ
落
ち
る
よ
う
に
、
あ
っ
ち
に
振
れ
こ
っ

ち
に
振
れ
し
て
か
ろ
う
じ
て
繋
が
る
。「
信
夫
山
」の「
信
夫
」を「（
昔

を
）
偲
ぶ
」
に
掛
け
、
さ
ら
に
次
句
の
「（
人
目
を
）
忍
ぶ
」
に
繋

げ
、
人
目
を
忍
ん
で
「（
通
う
）
道
」
は
「
道
芝
（
雑
草
）」
に
掛
け

ら
れ
、
露
の
縁
語
と
な
る
。
雑
草
に
溜
ま
る
露
は
「
す
ぐ
消
え
る
露

の
よ
う
に
は
か
な
い
こ
の
世
」
と
な
り
、「
そ
の
は
か
な
い
現
世
の

物
語
な
ど
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
よ
」と
、盛
り
沢
山
の
内
容
を
技
巧
で
も
っ

て
七
五
の
律
文
に
収
め
る
た
め
、
曲
節
は
面
白
い
が
、
文
意
は
分
か

り
に
く
く
な
る
。し
か
し
、能
本
で
は
む
し
ろ
こ
の
Ｅ
が
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
曲
が
り
く
ね
っ
た
文
字
移
り
は
、
こ
と
ば
の
濃
淡
さ
ま

ざ
ま
な
陰
影
を
重
ね
る
こ
と
で
意
味
が
幾
重
に
も
畳た
た

な
わ
り
、
も
は

や
象
徴
化
・
抽
象
化
す
る
こ
と
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
こ
れ
を
約つ
づ

め
て
響
き
の
い
い
美
し
い
律
文
に
し
た
の
が
謡う
た
い

で
あ
る
。
象
徴
化
さ

れ
た
律
文
の
こ
と
ば
が
拍
節
よ
ろ
し
く
謡
わ
れ
る
こ
と
で
、
観
る
人

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
限
り
な
く
膨
ら
む
の
で
あ
る
。
見
所
は
そ
う
し
た

象
徴
化
さ
れ
た
、
こ
と
ば
で
は
表
し
得
な
い
律
文
の
響
き
を
耳
に
、

シ
テ
の
振
り
を
目
に
し
な
が
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
紡
ぐ
。
そ
の
と
き
、

曰
く
あ
り
げ
な
こ
と
ば
の
意
味
な
ど
、い
ち
い
ち
追
う
て
は
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
紡
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
ぜ

か
。
そ
こ
に
意
味
を
朧ろ
う

化か

し
た
、
言
い
了
え
ぬ
詞
章
の
魅
力
と
効
用

が
あ
る
。
や
や
長
い
が
、
序
ノ
舞
の
後
の
結
び
の
詞
章
で
そ
れ
を
見

て
み
よ
う
。
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ワ
カ
乁
女 

こ
こ
に
来
て
、
昔
ぞ
返
す
、
在
原
の 

乁
地 

寺
井
に
澄す

め
る
、
月
ぞ
さ
や
け
き
、
月
ぞ
さ
や
け
き　
ワ
カ
受
ケ
乁
女　

月
や

あ
ら
ぬ
、
春
や
昔
と
詠な
が

め
し
も
、
い
つ
の
比こ
ろ

ぞ
や
。
ノ
リ
地 

〽

女 
筒
井
筒 

〽
地 

筒
井
筒
、
井
筒
に
か
け
し 

〽
女 

ま
ろ
が
丈た
け

、

〽
地 

生お
ひ

に
け
ら
し
な 

〽
女 

お
ひ
に
け
る
ぞ
や 

〽
地 

さ
な
が
ら

見み

み々

え
し
、
昔む
か
し

男
の
、
冠か
ぶ
り

直な
を
し衣

は
、
女
と
も
見
え
ず
、
男お
と
こ

な
り

け
り
、
業
平
の
面
影か
げ

。
歌 

〽
女 

見
れ
ば
懐
か
し
や 

〽
地 

我
な

が
ら
懐
か
し
や
、 

亡ぼ
う

夫ふ

‐
魄は
く

霊れ
い

の
姿
は
、
萎し
ぼ

め
る
花
の
、
色
無な

う
て
匂
ひ
、残
り
て
在
（
有
）
原
の
、 

寺
の
鐘
も
ほ
の
ぼ
の
と
、

明
く
れ
ば
古
寺
の
、
松
風
や
芭
蕉
葉
の
、
夢
も
破
れ
て
覚さ
め

に
け

り
、
夢
は
破
れ
明あ
け

に
け
り
。

　

ま
ず
は
、
次
々
と
連
想
を
誘
う
、
リ
ズ
ム
を
伴
っ
た
こ
と
ば
の
滑

ら
か
な
渡
り
に
注
目
さ
れ
た
い
。

 

「
こ
こ
へ
来
て
昔
ぞ
返
す
在
原
の
寺
井
に
澄
（
住
）
め
る
月
ぞ
さ
や

け
き
」（
今
こ
こ
で
時
は
昔
に
帰
り
、
業
平
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
寺

の
井
戸
に
、
月
が
昔
と
同
じ
よ
う
に
今
も
美
し
く
澄
ん
で
映
っ
て
い

る
）
と
い
う
和
歌
の
、
寺
井
に
映
る
月
は
、
有
常
女
が
思
い
出
す
業

平
の
歌
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
（
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
ひ
と
つ
は
も

と
の
身
に
し
て
）」
の
月
へ
、
す
い
と
渡
る
。
こ
の
歌
は
、
業
平
が

恋
い
慕
う
高
貴
な
女
性
（
二
条
后
）
が
突
然
い
な
く
な
り
、
そ
の
思

い
も
寄
ら
ぬ
「
失
わ
れ
た
恋
」
を
嘆
く
、
業
平
の
心
情
へ
と
移
る
。

月
も
春
も
昔
の
そ
れ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
、
あ
の
人
を

失
っ
た
自
分
だ
け
が
も
と
の
ま
ま
で
惨
め
だ
、
と
嘆
く
と
き
、
そ
の

は
か
な
く
空
し
い
恋
は
、
こ
こ
で
も
永
遠
に
変
わ
ら
ぬ
月
に
対
比
さ

れ
て
、
業
平
夫
妻
の
変
わ
ら
ぬ
愛
も
、「
失
わ
れ
た
恋
」
も
束
の
間
、

月
の
よ
う
な
永
遠
の
恋
な
ど
な
い
。
だ
が
、
散
る
か
ら
こ
そ
花
は
美

し
い
、
人
の
恋
も
束
の
間
ゆ
え
に
月
よ
り
も
美
し
い
の
だ
と
、
世
阿

弥
は
無
常
迅
速
の
理こ
と
わ
り

を
あ
え
て
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
せ
る
。

　

次
に
、
寺
井
は
二
人
が
ま
だ
振
分
髪
だ
っ
た
こ
ろ
、
互
い
に
影
を

映
し
て
は
「
た
け
く
ら
べ
」
を
し
て
遊
ん
だ
井
筒
へ
と
渡
る
。
二
三

段
の
「
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹い
も

見
ざ
る
ま
に
」（
業
平
）
と
、「
く
ら
べ
こ
し
振ふ
り
わ
け
が
み

分
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君

な
ら
ず
し
て
誰た
れ

か
あ
ぐ
べ
き
」（
有
常
女
）
の
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
初

恋
が
こ
の
相そ
う
も
ん聞

歌か

の
贈
答
に
よ
っ
て
実
を
結
び
、
は
れ
て
二
人
は

夫め
お
と婦

と
な
る
。
蕾つ
ぼ
み

の
恋
が
花
開
き
、
満
開
の
時
期
を
迎
え
た
の
だ
。

「
生
に
け
ら
し
な
」「
お
ひ
に
け
る
ぞ
や
」
で
、
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り

の
二
人
の
は
ず
む
恋
を
、
女
は
井
の
底
に
映
る
業
平
の
面
影
を
見
な

が
ら
追
懐
す
る
。
そ
の
と
き
、
業
平
は
直
衣
に
初う
い
こ
う
ぶ
り冠

と
武
官
の
出
で

立
ち
で
、
匂
い
立
つ
よ
う
な
美
男
子
で
あ
っ
た
。

　

圧
巻
は
時
の
渡
り
だ
。「
た
け
く
ら
べ
」
の
こ
ろ
の
初
恋
が
実
を

結
ん
だ
恋
の
絶
頂
期
へ
渡
り
、「
萎
め
る
花
の
、
色
無
う
て
匂
ひ
」

に
渡
る
。
紀
貫
之
は
古
今
集
・
仮
名
序
で
業
平
の
歌
を
、「
そ
の
心

あ
ま
り
て
言
葉
足
ら
ず
。
し
ぼ
め
る
花
の
色
な
く
て
匂
ひ
残
れ
る
が

ご
と
し
」
と
評
し
た
。
業
平
の
歌
は
多
情
ゆ
え
に
詞
が
舌
足
ら
ず
に

な
り
が
ち
だ
が
、萎い

花か

な
お
芳
香
を
漂
わ
せ
る
よ
う
な
余
情
が
あ
る
、

と
い
う
意
で
あ
る
。「
萎
め
る
花
…
」
は
男
盛
り
女
盛
り
は
過
ぎ
よ
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う
と
も
な
お
褪
せ
や
ら
ぬ
夫
婦
愛
と
、
井
筒
に
写
る
亡
夫
業
平
の
面

影
が
薄
明
の
な
か
で
フ
ェ
イ
ド･

イ
ン
し
な
が
ら
、
な
お
色
香
を
残

し
て
美
し
い
さ
ま
を
巧
み
に
表
し
て
い
る
。「
色
無
く
て
（
匂
ふ
）

匂
ひ
」
は
残
っ
て
こ
こ
に
「
あ
り
」
か
ら
「
在0

原
寺
の
鐘
の
声
」
へ

と
渡
り
、
時
が
夜
明
け
へ
と
渡
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
萎
花
枯
れ
て

芭
蕉
葉
の
「
破
れ
」
へ
、
さ
ら
に
僧
の
夢
の
「
破
れ
」
へ
と
、
跳
び

石
伝
い
に
流
れ
る
。

　
「
…
明
く
れ
ば
古
寺
の
…
」
以
下
は
、
風
に
弱
い
芭
蕉
葉
が
松し
ょ
う
ら
い籟

に
破
れ
る
よ
う
に
夢
も
破
れ
、（
僧
は
）
目
覚
め
た
、と
い
う
意
だ
が
、

こ
こ
で
「
蕉し
ょ
う
ろ
く鹿

の
夢
」
と
い
う
、『
列れ
つ

子し

』（
周
穆ぼ
く
お
う王

第
三
）
の
故
事

へ
と
飛
躍
す
る
。
故
事
は
、
人
生
の
利
害
得
失
は
は
か
な
く
、
帰
着

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
夢
と
同
じ
だ
、
と
い
う
意
。
有
常
女
は
寺

井
の
水
鏡
に
業
平
の
幻
を
見
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
業
平
の
な

り
し
て
映
る
お
の
れ
の
姿
を
見
て
い
る
の
か
、
寺
井
に
業
平
の
幻
を

見
て
い
る
の
は
有
常
女
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
夢
を
見
て
い
る
旅

僧
な
の
か
、
す
べ
て
が
幻
象
・
虚
象
で
あ
っ
て
、
確
か
な
も
の
な
ど

何
も
な
い
、
と
い
う
意
が
陰
に
あ
る
。
一
切
は
空
、
だ
が
そ
れ
ゆ
え

に
人
の
恋
は
美
し
く
輝
く
の
だ
と
、
こ
こ
で
も
世
阿
弥
は
如に
ょ

夢む

幻げ
ん

、

つ
ま
り
、
人
の
世
の
空
し
さ
を
説
か
な
い
。

　

晩
年
、
出
家
し
て
禅
（
曹
洞
宗
）
に
帰
依
し
た
世
阿
弥
だ
が
、
能

に
色し
き
そ
く即

是ぜ

空く
う

を
説
く
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
見
所
が
能
に
求
め

る
も
の
は
そ
う
し
た
冷
徹
な
教
理
で
は
な
く
、
寿
福
延
年
で
あ
り
、

仏
恩
の
あ
り
が
た
み
で
あ
り
、
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し

て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

見
所
は
し
か
し
、
能
作
者
の
深
謀
遠
慮
な
ど
意
に
介
さ
な
い
。
観

世
寿
夫
氏
が
若わ
か
お
ん
な女

の
面お
も
て

で
移
り
舞
を
舞
う
姿
や
井
筒
を
の
ぞ
き
見
る

姿
を
、今
そ
こ
に
い
る
美
し
い
有
常
女
と
し
て
観
て
い
る
。
だ
か
ら
、

旅
僧
の
夢
覚
め
て
、
長
い
橋
懸
り
を
摺
り
足
で
ゆ
っ
く
り
去
り
ゆ
く

シ
テ
の
後
ろ
姿
に
は
、
は
か
な
さ
の
な
か
に
愛
執
纏て
ん
め
ん綿
と
し
た
情
調

が
あ
る
の
だ
。
陰
に
気
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
渡
る
こ
と
ば
に
誘

わ
れ
る
が
ま
ま
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
紡
ぎ
な
が
ら
舞
台
に
見
入
る
、
そ

れ
が
能
観
賞
の
常
道
で
あ
ろ
う
。

　
『
申
楽
談
儀
』（
一
四
）に
、「
祝し
う
げ
ん言

の
外
に
は
、井
づ
ゝ
・
道
も
り（
通

盛
）
な
ど
、
す
ぐ
成な
る

能
也
。」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
祝
言
と
い
う

の
は
祝
言
能
（
脇
能
）
の
こ
と
で
、『
高
砂
』
な
ど
初
番
目
物
を
い
う
。

「（
か
か
り
）
す
ぐ
な
る
能
」
は
「
風
情
の
す
っ
き
り
し
た
曲
」
の
意
。

世
阿
弥
改
作
の
修
羅
物
『
通み
ち
も
り盛

』
は
、
一
の
谷
の
合
戦
で
敗
れ
た
平

家
一
門
が
船
で
海
上
に
逃
れ
、
必
死
の
攻
防
を
続
け
て
い
る
と
き
、

夫
通み
ち
も
り盛
討
死
の
悲
報
を
聞
い
た
通
盛
の
愛
妾
小こ

宰ざ
い
し
ょ
う相
の
局つ
ぼ
ね

は
入じ
ゅ

水す
い

し

て
果
て
る
。
後の
ち

場ば

で
は
迷
妄
の
苦く

界が
い

を
さ
ま
よ
う
夫
婦
の
霊
が
読
経

の
声
に
引
か
れ
て
生
前
の
姿
で
現
れ
、
最
後
は
と
も
ど
も
法
華
経
の

功く

力り
き

に
よ
っ
て
成
仏
す
る
、
と
い
う
仏
恩
を
称
え
る
能
で
あ
る
。
た

だ
、
修
羅
物
で
は
珍
し
く
美
し
い
夫
婦
愛
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。

そ
れ
を
も
っ
て
、『
井
筒
』
を
も
「
す
ぐ
な
る
能
」
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

確
か
に
、『
井
筒
』は
表
題
通
り
伊
勢
物
語
二
三
段
が
中
心
で
あ
る
。

初
恋
が
稔
り
、
理
想
的
な
夫
婦
と
な
り
、
亡
き
後
も
霊
と
な
っ
て
、
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亡
夫
と
の
愛
の
日
々
を
回
想
し
追
慕
す
る
と
い
う
、
心
洗
わ
れ
る
不

朽
の
純
愛
を
描
い
た
能
で
あ
る
。
た
だ
、『
通
盛
』
と
異
な
る
の
は

主
題
だ
け
で
な
く
、
多
彩
な
引
き
歌
に
あ
る
。
頭
出
し
さ
れ
た
名
歌

の
数
々
が
、
名
曲
の
イ
ン
ト
ロ
さ
な
が
ら
、
背
後
の
数
々
の
物
語
を

連
れ
て
く
る
の
だ
。「
失
わ
れ
た
恋
」、「
待
つ
恋
」、「
優
し
い
恋
」、「
哀

し
い
恋
」
な
ど
の
物
語
は
ど
れ
も
ひ
た
む
き
で
美
し
く
、
こ
れ
ら
が

業
平
夫
婦
の
純
愛
物
語
の
耀か
が
や

き
を
い
や
増
す
の
で
あ
る
。

　

憶
説
を
憚
ら
ず
に
言
え
ば
、『
井
筒
』
は
「
伊
勢
物
語
恋
の
曼ま
ん

荼だ

羅ら

」
で
あ
る
。「
井
づ
ゝ
、
上
く
わ
（
上
花
＝
傑
作
）
也
」（
同
）、

と
世
阿
弥
が
自
讃
す
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
恋
の
曼
荼
羅
に
あ
る
と
思

い
た
い
。

《 

注 

》

①　

猿
楽
は
元
来
、
日
本
古
来
の
滑
稽
芸
に
、
中
国
民
間
芸
能
の
「
散さ
ん
が
く楽

」
が

融
合
し
た
雑
芸
だ
っ
た
が
、
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け
て
、
大
和
・
近
江
を
中

心
に
、
散
楽
に
舞
や
謡
い
を
加
え
て
洗
練
さ
れ
た
芸
能
と
し
て
発
達
し
た
。

②　

現
世
の
人
間
世
界
を
時
間
の
流
れ
の
ま
ま
に
劇
と
し
て
展
開
す
る
「
現
在

能
」
に
対
し
、
世
阿
弥
の
複
式
夢
幻
能
は
、
主
人
公
の
過
去
の
回
想
を
主
軸

と
し
、
死
の
時
点
か
ら
そ
の
人
物
の
生
き
た
時
間
及
び
出
来
事
を
凝
縮
し
て
、

主
人
公
の
内
面
の
軌
跡
を
シ
テ
が
演
技
に
美
し
く
表
す
能
で
あ
る
。

③　

江
戸
幕
府
は
四
座
一
流
に
俸
禄
を
与
え
て
保
護
し
、
幕
府
御
用
の
芸
能
、

い
わ
ゆ
る
武
家
式
楽
と
し
て
役
者
を
召
し
抱
え
、
幕
府
の
儀
式
や
慶
事
に
演

能
さ
せ
る
こ
と
で
家
業
の
古
法
を
守
ら
せ
た
。

④　

岩
波
新
古
典
文
学
大
系
第
五
七
巻
『
謡
曲
百
番
』
月
報
八
五
。

⑤　

幸
若
舞
は
室
町
初
期
、
桃
井
直な
お
あ
き
ら詮

（
幼
名
、
幸こ

う
わ
か
ま
る

若
丸
）
が
始
め
た
舞
曲
。

⑥　

伝
書
『
覚
習
条
条
』（
岩
波
文
庫
）「
幽
玄
之
入
レ
堺
事
」
四
〇
～
四
一
頁
）

⑦　

薪
能
は
神
事
能
の
一
つ
。
奈
良
興
福
寺
の
修し
ゅ

二に

会え

の
期
間
中
（
陰
暦
二
月

六
日
～
一
二
日
）
の
七
日
間
、
南
大
門
の
芝
、
春
日
若
宮
社
頭
な
ど
で
、
四

座
の
大
夫
が
演
ず
る
能
。
神
事
能
と
は
神
社
の
祭
礼
に
催
す
能
楽
の
総
称
。

⑧　
『
風
姿
花
伝
』野
上
豊
一
郎
・
西
尾
実
校
訂（
岩
波
文
庫
）「
花
伝
第
六
花
修
云
」

八
三
頁
）

⑨　
（ 

〃 

）「
第
五
奥
儀
讃
歎
云
」
七
三
頁
）

⑩　
（ 

〃 

）「
花
伝
第
六
花
修
云
」（
八
一
頁
）

⑪　
（ 

〃 

）「
花
伝
第
六
花
修
云
」（
八
〇
頁
） 

⑫　
『
申
楽
談
義
』 （
表 

章
校
註  

岩
波
文
庫
）
一
六
「
能
を
書
く
や
う
、そ
の
三
」

（
七
三
～
七
四
頁
）  
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