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2７ 

能
で
は
太
刀
や
弓
矢
な
ど
数
種
の
武
具
の
作
り
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
観
客
の
目
を
惹
く
も
の
は
長
刀
で
あ
ろ
う
。
こ

の
武
具
は
太
刀
よ
り
も
柄
が
長
い
た
め
、
演
技
が
派
手
に
見
え
、
演
者
の
力
量
い
か
ん
で
は
大
き
な
視
覚
的
効
果
が
期
待
で
き
る
。
こ
の

（
注
１
）

長
刀
は
合
戦
を
描
い
た
切
合
能
で
た
び
た
び
使
用
さ
れ
る
が
、
「
長
刀
を
用
い
る
能
」
と
一
一
一
一
口
え
ば
、
〈
船
弁
慶
〉
〈
碇
潜
〉
〈
橋
弁
慶
〉
〈
熊
坂
〉

〈
巴
〉
〈
鉢
木
ｘ
鞍
馬
天
狗
〉
が
代
表
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
曲
を
概
観
す
る
と
、
〈
船
弁
慶
〉
な
ど
の
よ
う
に
長
刀
捌
き
が
大
き
な
見
所
に

な
っ
て
い
る
曲
も
あ
れ
ば
、
〈
鉢
木
〉
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
よ
う
に
特
に
必
要
と
思
え
な
い
曲
も
あ
る
が
、
長
刀
の
重
要
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ

と
ん
ど
の
曲
に
共
通
す
る
「
違
和
感
」
が
存
在
す
る
。

前
掲
の
曲
は
成
立
当
初
か
ら
長
刀
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
在
こ
れ
ら
を
観
た
と
き
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
不
自
然

さ
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
各
曲
で
長
刀
を
扱
う
「
人
物
」
に
注
目
し
て
み
る
と
問
題
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、

能
の
中
で
は
本
来
長
刀
と
密
接
な
関
係
に
な
い
人
物
が
長
刀
を
持
つ
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
〈
橋
弁
慶
〉
の
弁
慶
の
よ
う
に
長
刀
が
象
徴

能
に
お
け
る
長
刀
の
「
風
流
性
」

ｌ
長
刀
と
多
武
峰
様
具
足
能
と
の
関
係
を
基
点
に
Ｉ

は
じ
め
に

伊
海
孝
充
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（
注
２
）

と
な
っ
て
い
る
人
物
ｊ
Ｄ
い
る
が
、
ほ
か
は
長
刀
と
は
縁
の
薄
い
人
物
ば
か
ｈ
ソ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
が
な
ぜ
長
刀
を
持
つ
か
と
い
う
問

朋
題
に
は
、
様
々
な
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
能
に
お
け
る
こ
の
小
道
具
の
意
義
を
究
明
す
る
こ
と
に
繋
が

本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
〈
鉢
木
ｘ
鞍
馬
天
狗
〉
の
よ
う
に
シ
テ
の
働
事
と
結
び
つ
か
な
い
長
刀
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。
能
に
お
け
る
長
刀
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
を
よ
り
効
果
的
に
用
い
て
い
る
〈
船
弁
慶
〉
な
ど
を
考
察
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、

内
容
・
構
成
か
ら
み
る
と
特
に
長
刀
を
必
要
と
し
な
い
曲
に
こ
そ
、
こ
の
小
道
具
の
本
来
の
意
義
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、
現
在
番
外
曲
と
な
っ
て
い
る
〈
小
林
〉
を
中
心
に
検
討
す
る
。
こ
の
曲
の
シ
テ
も
長
刀
を
持
つ
が
、
一
見
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
重

要
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
え
な
い
。
〈
小
林
〉
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
修
羅
能
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
重
要
な
曲
で
あ
る
が
、
長
刀
の
意

味
を
考
え
る
上
で
も
追
究
す
べ
き
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
〈
小
林
〉
に
お
け
る
長
刀
の
意
味
を
検
討
し
た
上
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な

効
果
を
生
む
小
道
具
で
あ
る
か
を
〈
鉢
木
〉
〈
鞍
馬
天
狗
〉
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
演
技
と
詞
章
の
関
係
に
つ
い
て

題
に
は
、
鐸

る
だ
ろ
う
。

梗
概
を
示
し
て
お
く
。

の
一
視
点
を
示
し
て
み
た
い
。

能
〈
小
林
〉
は
足
利
義
満
と
山
名
氏
情
・
満
幸
が
衝
突
し
た
明
徳
の
乱
を
素
材
と
し
た
曲
で
あ
る
。
現
在
は
番
外
曲
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

山
名
氏
清
縁
の
丹
波
の
僧
（
ワ
キ
）
が
石
清
水
八
幡
宮
に
参
拝
す
る
。
男
山
の
所
の
者
（
ア
イ
）
に
案
内
さ
れ
た
瞥
女
（
シ
と
に
謡
の
所

望
を
す
る
。
瞥
女
が
山
名
氏
清
の
乱
の
経
緯
を
ハ
ャ
フ
シ
で
謡
う
と
、
見
慣
れ
ぬ
宮
シ
子
（
前
シ
テ
）
が
現
れ
、
氏
清
の
乱
に
つ
い
て

謡
う
こ
と
を
禁
じ
る
。
僧
が
名
将
の
謡
を
作
る
こ
と
は
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
、
逆
に
八
幡
神
前
で
小
林
上
野
守
が
氏
清
に
諌

〈
小
林
〉
の
問
題
点
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言
し
た
話
を
詳
し
く
聴
か
せ
る
。
そ
の
後
梓
巫
女
が
登
場
し
、
小
林
の
霊
（
後
シ
テ
）
を
呼
び
寄
せ
る
。
小
林
の
霊
は
内
野
の
合
戦
の

様
を
語
り
、
弔
い
を
求
め
消
え
る
。

即
こ
の
〈
小
林
〉
は
「
春
日
若
宮
拝
殿
方
諸
日
記
」
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
の
条
に
見
え
る
「
奥
州
氏
清
」
が
初
出
で
、
永
正
期
の
演
出
を
伝

繼
え
る
と
さ
れ
る
『
舞
芸
六
輪
」
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
に
は
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
資
料
類

離
に
は
見
ら
れ
ず
、
現
在
ま
で
番
外
曲
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
能
の
歴
史
を
通
し
て
、
主
要
な
演
目
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
〈
小

の肚
林
〉
で
あ
る
が
、
能
楽
研
究
の
場
で
は
注
目
を
集
め
て
き
た
。

＃
 

服
く
小
林
〉
は
修
羅
能
に
準
ず
る
内
容
で
あ
り
な
が
ら
世
阿
弥
が
確
立
し
た
そ
れ
と
は
構
成
が
異
な
る
と
い
う
特
殊
さ
ゆ
え
、
能
作
史
を
考

繊
え
る
上
で
重
要
な
問
題
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
も
多
い
。
具
体
的
に
挙
げ
る
と
、
天
野
文
雄
氏
「
能
と
仏
教
ｌ
修
羅
を

鍬
め
ぐ
っ
て
」
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
一
一
一
年
一
一
一
月
・
以
下
天
野
氏
稿
①
）
、
同
氏
「
古
作
の
鬼
能
〈
小
林
》
成
立
の
背
景
ｌ
足
利
義

と即
満
の
明
徳
の
乱
処
理
策
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
鬼
と
芸
能
１
束
ア
ジ
ア
演
劇
形
成
』
（
松
岡
心
平
氏
編
、
森
話
社
、
一
一
○
○
○
年
）
、
後

一
「
世
阿
弥
の
い
た
場
所
」
（
ペ
リ
か
ん
社
、
一
一
○
○
七
年
）
所
収
。
以
下
天
野
氏
稿
②
）
、
小
林
健
一
一
氏
「
謡
曲
「
小
林
」
考
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料

ｊ
 

鮒
館
紀
要
」
（
’
○
号
、
一
九
八
四
年
）
、
後
『
中
世
劇
文
学
の
研
究
ｌ
能
と
幸
若
舞
曲
ｌ
』
（
一
一
一
弥
井
書
店
一
一
○
○
一
年
）
所
収
・
以
下
小
林
氏
稿
）
、

Ⅷ
岩
崎
雅
彦
氏
「
能
と
甲
冑
」
（
「
芸
能
文
化
史
」
｜
｜
号
、
一
九
九
一
年
・
以
下
岩
崎
氏
稿
）
、
村
田
勇
司
氏
「
能
「
小
林
」
の
周
辺
」
（
「
学
芸

の即
国
語
国
文
学
」
一
一
五
号
一
九
九
三
年
、
以
下
村
田
氏
稿
）
、
竹
本
幹
夫
氏
「
風
体
形
成
試
論
」
（
「
能
・
研
究
と
評
論
」
一
三
号
、
一
九
八
五
年
）
、

焔
後
「
観
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』
（
明
治
書
院
一
九
九
九
年
）
所
収
。
以
下
竹
本
氏
稿
①
）
、
同
氏
「
能
作
者
宮
増
の
作
品
と
作
風
（
上
）
」

燭
（
「
能
楽
研
究
』
一
一
六
号
、
一
一
○
○
一
一
年
・
以
下
竹
本
氏
稿
②
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
論
考
で
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
一
様
で
は

能

な
い
が
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
釈
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

９
 

２
 

－
つ
は
、
本
曲
が
「
鬼
能
」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
義
氏
が
く
う
川
了
俊
著
『
落
書
露
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3０ 

き
て
も
、
師
直
う
た
れ
て
二
一
一
一
年
後
に
て
侍
り
し
や
ら
ん
、
祇
園
の
勧
進
田
楽
侍
り
し
に
は
、
四
頭
八
足
の
鬼
と
云
ふ
能
を
せ
し
に

…
（
水
上
甲
子
三
氏
「
中
世
歌
論
と
連
歌
』
（
全
通
企
画
出
版
、
一
九
七
二
年
）
所
収
）

と
い
う
記
事
の
「
四
頭
八
足
の
鬼
と
云
ふ
能
」
が
『
風
姿
花
伝
』
第
二
物
学
条
々
の
「
修
羅
」
に
相
当
す
る
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
（
「
世
阿

弥
に
お
け
る
能
の
形
成
ｌ
修
羅
と
軍
躰
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
国
語
国
文
』
’
九
五
五
年
年
五
月
ご
と
関
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鬼
」
の

風
体
で
も
あ
り
、
修
羅
能
の
古
い
形
（
「
古
修
羅
」
）
と
も
想
定
さ
れ
る
「
四
頭
八
足
の
鬼
」
と
〈
小
林
〉
と
の
関
係
性
が
、
天
野
氏
稿
①
②
．

小
林
氏
稿
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
類
似
性
が
本
曲
を
古
作
と
考
え
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
竹
本
氏
稿
①
で
は
、

『
落
書
露
顕
」
の
「
師
直
う
た
れ
て
二
三
年
後
に
て
侍
り
し
や
ら
ん
」
は
「
四
頭
八
足
の
鬼
と
云
ふ
能
」
に
か
か
る
文
で
は
な
く
、
こ
れ

を
高
師
直
の
怨
霊
と
み
る
こ
と
は
無
理
だ
と
し
、
そ
も
そ
も
物
学
条
々
か
ら
「
古
修
羅
」
を
想
定
す
る
こ
と
白
体
を
否
定
し
て
い
る
。

『
落
書
露
顕
」
の
解
釈
か
ら
考
え
て
、
竹
本
氏
の
言
説
に
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
〈
小
林
〉
を
「
鬼
能
」
と
す
る
根
拠
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
『
舞
芸
六
輪
』
に
お
い
て
、
こ
の
曲
が
「
鬼
之
能
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
〈
小
林
〉
Ⅱ
古
修
羅
説
の
重
要
な
拠
り
所

顕
」
に
見
え
る

『
舞
芸
六
輪
』
の
〈
小
林
〉
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
小
林
、
し
て
ハ
、
ま
ヘ
ハ
風
折
ゑ
ほ
し
、
大
く
ち
に
か
り
き
い
、
後
ハ
半
切
・
は
つ
ひ
・
小
袖
そ
て
な
し
、
か
ふ
と
を
着
る
、

長
刀
を
持
…
（
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
金
春
宗
家
旧
蔵
本
に
読
点
な
ど
を
補
う
）

小
林
氏
稿
で
は
、
兜
は
実
物
を
用
い
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
本
物
の
鎧
も
付
け
た
と
想
定
さ
れ
、
鬼
面
を
つ
け
て
演
じ
ら
れ
る
高
知
県
室

戸
市
吉
良
川
八
幡
宮
の
御
田
祭
の
田
楽
の
「
小
林
」
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
岩
崎
氏
稿
で
は
「
か
ふ
と
」
は

小
道
具
で
あ
り
、
「
法
被
・
半
切
．
ま
た
は
袖
な
し
・
半
切
」
が
鎧
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
兜
を
付
け
る
の
は
鬼
で
あ
る
こ

と
な
っ
て
い
る
。
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長刀と多武峰様具足能との関係を基点に３１能における長刀の「風流性」

と
を
強
調
す
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
意
見
は
「
鎧
」
の
使
用
に
つ
い
て
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
「
兜
」
を
「
鬼
」
と
結
び
つ
け

て
考
え
て
い
る
点
で
は
同
一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
小
林
〉
が
「
鬼
能
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
成
立
年
代
・
背
景
と
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
成
立

背
景
に
つ
い
て
、
天
野
氏
稿
②
は
本
曲
の
成
立
が
明
徳
の
乱
（
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
）
に
お
け
る
足
利
義
満
の
戦
後
処
理
政
策
と
密
接
な

関
係
が
あ
っ
た
と
し
、
作
者
を
幕
府
御
用
役
者
と
想
定
し
、
村
田
氏
稿
で
は
小
林
自
身
が
『
明
徳
記
』
の
作
者
圏
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た

と
考
え
、
小
林
伝
承
の
管
理
者
を
堺
の
小
林
寺
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
天
野
氏
稿
①
・
小
林
氏
稿
を
含
め
、
世
阿
弥
が
修
羅
能
の
型
を

確
立
す
る
以
前
の
古
作
の
能
と
考
え
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
竹
本
氏
稿
②
は
、
世
阿
弥
の
修
羅
能
完
成
後
の
作

品
で
あ
り
、
実
馬
実
甲
冑
の
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
大
和
猿
楽
系
の
曲
で
あ
る
と
し
、
作
者
を
宮
増
と
想
定
し
て
い
る
。

世
阿
弥
の
修
羅
能
と
異
な
る
特
徴
を
、
古
い
修
羅
能
の
面
影
と
み
る
か
、
世
阿
弥
と
は
別
系
統
の
曲
と
み
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

竹
本
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
間
も
な
い
舞
台
設
定
は
〈
朝
長
〉
な
ど
に
も
あ
る
の
で
、
本
曲
が
明
徳
の
乱
直
後
の
成
立
で
あ
る
根
拠

と
は
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
為
政
者
で
あ
る
足
利
氏
が
関
わ
っ
た
戦
を
典
拠
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
『
明
徳
記
』
は
後
代
版
本

に
も
な
っ
て
お
り
、
広
く
享
受
さ
れ
て
い
く
が
、
室
町
中
期
頃
ま
で
は
小
林
氏
稿
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
応
永
年
間
に
起
こ
っ
た

小
山
氏
の
乱
を
素
材
と
す
る
〈
安
犬
》
な
ど
と
同
様
、
際
物
的
な
内
容
」
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

〈
小
林
〉
を
世
阿
弥
が
修
羅
能
を
確
立
し
た
以
前
の
古
能
と
考
え
る
根
拠
は
、
小
林
の
霊
が
僧
の
弔
い
で
は
な
く
梓
巫
女
に
導
か
れ
る
こ

と
で
出
現
す
る
と
い
う
展
開
や
、
本
来
護
法
型
で
あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
小
林
氏
稿
）
に
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
小
林

の
霊
が
世
阿
弥
の
作
り
出
し
た
修
羅
と
は
異
な
る
風
体
、
す
な
わ
ち
「
鬼
」
と
も
呼
び
得
る
風
体
と
な
っ
て
い
る
点
が
大
き
な
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
シ
テ
の
風
体
・
出
立
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
〈
小
林
〉
の
成
立
背
景
を
探
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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3２ 

刀
、
く
き
な
が
に
と
り
の
べ
、
鐙
ふ
ん
ば
り
鞍
か
さ
に
つ
っ
た
ち
あ
が
っ
て
、
大
を
ん
あ
げ
て
ぞ
名
乗
け
る
、
上
シ
テ
、
仰
是
は
、

小
林
の
か
ん
づ
け
の
か
み
…
（
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
に
濁
点
・
読
点
を
補
う
）

こ
の
よ
う
に
詞
章
で
長
刀
を
持
っ
て
登
場
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
舞
芸
六
輪
』
の
演
出
は
一
回
性
の
も
の
で
は
な
く
、

成
立
当
初
か
ら
存
在
し
た
構
想
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
〈
船
弁
慶
〉
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
こ
れ
を
持
つ
こ
と
で
「
鬼
」
の
性
格
を
強
調

さ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
長
刀
は
武
具
の
一
つ
で
あ
る
の
で
、
武
将
・
小
林
上
野
守
の
霊
が
こ
れ
を
持
っ
て
出
現
し

て
も
不
自
然
さ
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
自
然
な
人
物
造
型
と
受
け
と
め
る
た
め
に
は
、
小
林
上
野
守
が
長
刀
と
縁
の
あ
る
人
物
で
あ
っ

修
羅
能
の
後
シ
テ
は
梨
打
烏
帽
子
な
ど
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
作
り
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
兜
を
つ
け
る
と
い
う
点
は
、

〈
小
林
〉
の
シ
テ
の
性
格
を
考
え
る
上
で
の
大
き
な
特
徴
だ
と
い
え
る
。
だ
が
前
掲
の
『
舞
芸
六
輪
」
に
注
目
す
る
と
、
兜
だ
け
で
な
く

〈
小
林
〉
に
は
他
の
修
羅
能
と
は
異
な
る
点
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
シ
テ
が
長
刀
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
小
林
〉
の
小
林
の
霊
が
登
場
す
る
場
面
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
姿
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

上
シ
テ
、
よ
り
人
は
今
ぞ
よ
り
く
る
、
長
は
ま
の
芦
毛
の
駒
に
手
づ
な
ゆ
り
か
け
、
下
同
手
づ
な
ゆ
り
か
け
、
ノ
ー
、
く
る
糸
の

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
能
〈
小
林
〉
が
何
を
典
拠
と
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
野
文
雄
氏
は
石
清
水
八
幡
宮
社
頭
に
お
い

て
宮
シ
子
に
語
ら
れ
て
い
た
語
り
物
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
い
う
説
を
出
し
た
が
（
「
能
に
お
け
る
語
り
物
の
摂
取
ｌ
直
接
体
験
者
の
語
り
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
芸
能
史
研
究
」
六
六
号
、
一
九
七
九
年
。
但
し
天
野
氏
稿
②
で
こ
の
説
を
自
身
で
否
定
し
て
い
る
。
）
、
こ
れ
に
対
し
て
小
林
氏

て
も
不
自
然
さ
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
自
塗

た
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

よ
る
ひ
に
、
ノ
ー
、
お
な
じ
け
の
か
ぶ
と
の
緒
を
し
め
、
と
の
－
ち
ゃ
う
の
く
れ
な
ゐ
の
ほ
ろ
か
け
、
三
じ
ゃ
く
八
寸
の
重
代
の
長

こ
く
小
林
〉
の
シ
テ
の
風
体
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長刀と多武峰様具足能との関係を基点に３３能における長刀の「風流性」

だ
と
思
わ
れ
る
。

稿
で
は
「
明
徳
記
」
を
本
説
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
山
名
氏
情
が
陰
陽
師
に
占
わ
せ
た
合
戦
の
日
時
な
ど
が
表
現
レ

ベ
ル
で
も
類
似
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
基
本
的
に
は
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
が
述
べ
る
よ

う
に
、
実
在
が
確
認
で
き
な
い
語
り
物
を
本
説
と
し
て
想
定
す
る
よ
り
は
、
『
明
徳
記
」
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
自
然

こ
の
「
明
徳
記
」
で
は
小
林
上
野
守
を
次
の
よ
う
に
描
出
し
て
い
る
。

小
林
ノ
上
野
守
此
有
様
ヲ
見
テ
。
切
落
サ
レ
テ
ハ
叶
ハ
ジ
ト
ャ
思
ケ
ン
。
大
内
ノ
権
大
夫
ヲ
弓
手
ニ
相
付
テ
。
鎧
ヲ
越
テ
下
立
テ
。

二
尺
八
寸
ノ
太
刀
ノ
ッ
バ
モ
ト
マ
デ
血
二
染
タ
リ
ケ
ル
ヲ
真
手
二
以
テ
。
義
弘
二
打
ゾ
カ
、
リ
ケ
ル
。
時
二
義
弘
。
敵
ハ
小
太
刀
ト

見
タ
リ
シ
カ
バ
。
手
本
へ
近
付
ケ
勝
負
ヲ
決
セ
ン
ト
思
ケ
レ
バ
。
長
刀
ヲ
茎
短
二
引
ソ
バ
メ
テ
ュ
リ
カ
ザ
シ
テ
ゾ
侍
タ
リ
ケ
ル
。

（
「
群
書
類
従
』
第
二
十
輯
合
戦
部
第
三
神
宮
文
庫
本
の
翻
刻
）
に
よ
る
）

こ
の
場
面
は
大
内
義
弘
と
の
一
騎
討
ち
の
場
面
で
あ
り
、
前
掲
の
能
〈
小
林
〉
の
シ
テ
の
よ
う
に
、
詳
細
に
出
立
を
記
述
し
た
箇
所
が
な
い

の
で
比
較
し
に
く
い
が
、
少
な
く
と
も
小
林
が
長
刀
を
持
っ
て
合
戦
に
臨
ん
で
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
本
文
だ
け
を
見
る
と
「
二
尺
八

寸
の
太
刀
」
を
武
器
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
小
林
〉
の
シ
テ
の
姿
に
近
い
の
は
小
林
上
野
守
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
と
最
後
に
一
戦
を

交
え
る
大
内
義
弘
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。

義
弘
ガ
其
日
ノ
装
束
ニ
ハ
。
練
貫
ヲ
カ
チ
ン
ニ
染
テ
威
夕
ル
鎧
二
同
毛
ノ
五
枚
甲
ノ
緒
ヲ
シ
メ
テ
、
二
尺
八
寸
ノ
太
刀
ヲ
帯
キ
。
青

地
ノ
錦
ノ
母
衣
ヲ
カ
ケ
。
三
尺
一
寸
ノ
荒
身
ノ
長
刀
ヲ
引
ソ
バ
メ
テ
近
付
ク
敵
ヲ
待
懸
タ
リ
。

〈
小
林
〉
の
シ
テ
の
描
写
と
は
細
部
は
異
な
る
が
、
鎧
と
同
じ
毛
の
甲
の
緒
を
し
め
、
母
衣
を
か
け
、
そ
し
て
長
刀
を
持
つ
点
が
一
致
し
て

い
る
。
〈
小
林
〉
の
長
刀
は
「
三
尺
八
寸
」
で
あ
り
、
『
明
徳
記
」
の
大
内
の
も
の
が
「
一
一
一
尺
一
寸
」
と
な
っ
て
お
り
、
一
致
し
て
い
な
い

が
、
『
明
徳
記
」
の
初
稿
本
系
統
の
一
つ
で
あ
る
京
都
国
立
博
物
館
寄
託
阿
刀
家
本
で
は
「
三
尺
八
寸
」
と
な
っ
て
お
り
（
『
明
徳
記
ｌ
校
本
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3４ 

と
基
礎
的
研
究
』
和
田
英
道
氏
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
○
年
）
、
よ
り
〈
小
林
〉
に
近
い
テ
キ
ス
ト
も
現
存
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
装

束
描
写
は
他
の
軍
記
物
語
の
中
に
も
散
見
で
き
る
も
の
な
の
で
、
小
林
上
野
守
に
大
内
義
弘
の
姿
を
投
影
し
た
と
考
え
る
必
要
も
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
小
林
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
〈
小
林
〉
が
基
本
的
に
は
『
明
徳
記
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
シ
テ
の
造
型
に
お

い
て
敵
役
大
内
義
弘
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
シ
テ
の
造
型
に
お
い
て
大
内
義
弘
の
姿
の
投
影
が
あ
っ
た
か
否
か
よ
り
も
、
本
説
と
考
え
ら
れ
る
『
明
徳
記
』
か

ら
離
れ
て
、
シ
テ
の
出
立
描
写
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
修
羅
能
と
比
較
す
る
こ
と

で
よ
り
明
確
に
な
る
（
各
曲
と
も
日
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲
集
と
（
岩
波
書
店
、
’
九
六
○
年
）
か
ら
の
引
用
）
。

…
（
［
上
ゲ
歌
］
）

暗
か
ら
ぬ
夜
の
錦
の
直
垂
に
、
夜
の
錦
の
直
垂
に
、
萌
葱
匂
ひ
の
鎧
着
て
、
金
作
り
の
太
刀
刀
、
今
の
身
に
て
は
そ
れ
と
て
も
、

不
思
議
や
な
法
体
の
身
に
て
甲
冑
を
帯
し
、
お
ん
経
読
め
と
承
る
は
、
い
か
さ
ま
聞
き
つ
る
源
三
位
の
、
そ
の
幽
霊
に
て
ま
し
ま
す

〈
通
盛
〉
七
段

不
思
議
や
な
白
み
あ
ひ
た
る
池
の
面
に
、
幽
か
に
浮
か
み
寄
る
者
を
、
見
れ
ば
あ
り
つ
る
翁
な
る
が
、
甲
冑
を
帯
す
る
不
思
議
さ
よ

か
角
掛
ケ
合
］
）

〈
実
盛
〉
八
段

〈
頼
政
〉
八
段

い
ま
一
人
甲
冑
を
帯
し
、
兵
具
い
み
じ
く
見
え
給
ふ
は
、
い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
合
掛
ヶ
合
］
）

（
中
略
）

昌
掛
ケ
合
］
）
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夢
幻
能
形
式
の
曲
の
後
シ
テ
登
場
の
場
面
で
は
、
ワ
キ
か
シ
テ
自
身
が
霊
体
の
登
場
を
示
唆
す
る
こ
と
が
多
い
。
修
羅
能
で
は
そ
の
中
で

後
シ
テ
の
容
姿
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
「
甲
冑
を
帯
し
」
程
度
の
記
述
で
あ
り
、
そ
の
表
現
に
力
点
は
置
か
れ

鮴
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
、
〈
実
盛
〉
は
八
段
［
上
ゲ
歌
］
の
中
で
「
錦
の
太
刀
」
「
金
作
り
の
太
刀
」
な
ど
の
よ
う
に
、
他
曲
に
比
べ
て
丁

概
寧
な
甲
冑
描
写
を
し
て
お
り
、
〈
小
林
〉
で
の
シ
テ
の
描
写
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
い
る

鰍
兜
・
長
刀
の
描
写
は
な
い
・
兜
・
長
刀
は
、
他
の
修
羅
能
に
は
見
ら
れ
な
い
描
写
な
の
で
、
〈
小
林
〉
に
こ
う
し
た
詞
章
が
織
り
込
ま
れ
て

のと
い
る
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
雪
え
ら
れ
る
。

能肌
さ
ら
に
、
霊
体
で
あ
る
小
林
上
野
守
が
わ
ざ
わ
ざ
馬
に
乗
っ
て
登
場
す
る
こ
と
も
、
か
な
り
特
異
な
描
写
だ
と
い
ま
え
る
だ
ろ
う
。
小
林

鮒
と
い
う
人
物
は
、
長
刀
同
様
、
馬
と
縁
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
こ
こ
は
実
際
の
合
戦
を
描
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

鍬
霊
体
の
小
林
が
登
場
し
た
こ
と
を
告
げ
る
だ
け
の
場
面
な
の
で
馬
の
描
写
を
入
れ
る
必
要
は
全
く
な
い
。

と刀
こ
う
し
た
独
自
性
は
、
〈
小
林
〉
と
他
の
修
羅
能
と
の
乖
離
を
示
す
も
の
と
し
、
こ
の
曲
を
一
種
の
「
鬼
能
」
と
位
置
づ
け
る
た
め
の
根

長一
拠
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
鬼
」
の
登
場
を
一
不
す
の
に
騎
乗
の
姿
を
描
く
こ
と
が
効
果
的
だ
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
武

ｊ
 

鮒
将
を
「
鬼
」
の
姿
と
し
て
描
く
〈
船
弁
慶
〉
で
も
特
に
兜
の
描
写
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
｝
）
の
〈
小
林
〉
の
特
色
を
、
世
阿
弥
が
修
羅

Ⅷ
能
を
確
立
す
る
以
前
の
現
象
と
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
曲
自
体
の
構
想
と
結
び
つ
け
て
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
な
は

３５能における長刀の「風流性

〈
小
林
〉
の
シ
テ
登
場
の
詞
章
に
は
、
兜
の
ほ
か
に
長
刀
と
馬
の
描
写
に
特
色
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
注
意
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
は
、
竹
本
氏
稿
で
も
指
摘
の
あ
る
実
馬
実
甲
冑
の
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
〈
小
林
〉
は
－
ま

ず
で
あ
る
。三
多
武
峰
様
具
足
能
の
特
色
と
〈
小
林
〉
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3６ 

ず
置
い
て
お
き
、
多
武
峰
様
具
足
能
と
こ
の
演
出
で
演
じ
ら
れ
た
曲
の
詞
章
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

多
武
峰
維
摩
八
講
会
に
付
随
す
る
八
講
猿
楽
は
、
大
和
猿
楽
の
四
座
に
は
出
勤
の
義
務
が
あ
っ
た
大
切
な
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
猿
楽

の
実
態
に
つ
い
て
は
表
章
氏
が
詳
細
に
考
察
し
、
四
座
の
立
合
、
新
作
の
競
演
、
実
馬
実
甲
冑
の
具
足
能
と
い
う
特
殊
な
演
能
形
式
の
実

態
や
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
「
多
武
峰
の
猿
楽
」
「
能
楽
研
究
』
（
創
刊
号
、
一
九
七
四
年
）
、
後
『
大
和
猿
楽
参
究
』
（
岩
波
書
店
、
二

○
○
五
年
）
所
収
）
。
こ
の
多
武
峰
猿
楽
の
演
能
形
式
の
一
端
は
多
武
峰
に
限
ら
ず
、
奈
良
・
京
都
で
の
演
能
で
も
見
ら
れ
、
「
多
武
峰
様

能
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
具
足
能
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
数
例
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
正
長
二
年

（
一
四
一
一
九
）
五
月
三
日
に
室
町
御
所
笠
懸
馬
場
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
「
満
済
准
后
日
記
』
は
当
日
の
様
子
を
「
乗
馬
甲
冑
等
悉
用
実

馬
実
甲
冑
了
。
驚
耳
目
了
。
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
多
武
峰
様
具
足
能
の
甲
冑
に
つ
い
て
は
、
天
野
文
雄
氏
「
能
と
具
足
」
（
川
口
久
雄
氏
編
「
古
典
の
変
容
と
新
生
」
一
九
八
四
年
）
や

岩
崎
氏
稿
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
「
馬
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
唯
一
、
表
氏
が
次
の
観
世
宗
家
蔵
「
観
世
与
左
衛
門
国
広
伝
書
』
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
前
掲
論
文
）
。

「
多
武
峰
な
ど
に
て
、
能
に
馬
に
乗
事
有
。
太
鼓
な
ど
に
馬
驚
く
に
ハ
い
か
ず
打
つ
べ
き
ぞ
や
。

一
、
観
阿
、
京
に
て
打
れ
候
ハ
、
馬
も
く
る
ハ
ず
候
・
畠
山
殿
の
御
厩
に
て
う
た
れ
候
時
、
十
二
間
の
御
馬
屋
の
馬
共
し
づ
ま
る
由

申
さ
れ
候
。
今
春
弥
次
郎
打
候
ヘ
バ
御
馬
共
く
る
ひ
候
を
、
能
過
て
不
審
申
候
へ
（
、
其
時
し
ゆ
の
音
の
事
を
相
伝
候
て
候
。
然

（
、
し
ゆ
の
音
に
て
打
候
て
可
然
侯
。
（
表
氏
論
文
か
ら
の
引
用
）

表
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
資
料
か
ら
動
物
を
能
に
用
い
る
た
め
、
演
能
時
に
特
別
な
注
意
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
、
特
殊
な
配
慮
が
必
要
だ
っ
た
の
は
演
能
の
時
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
具
足
能
の
た
め
に
作
能
さ
れ
た
曲
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、

当
然
詞
章
の
中
に
も
通
常
の
能
に
は
な
い
作
意
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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演
出
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
演
能
で
の
他
の
》

だ
が
、
こ
の
演
能
で
の
他
の
演
目
は
す
べ
て
馬
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
ク
マ
ン
ギ
リ
〉
は
謡
本
が
現
存
す
る
〈
熊
手
判

官
〉
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
教
経
の
弓
に
倒
れ
る
佐
藤
継
信
を
、
『
平
家
物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
馬
か
ら
落
下
す
る
姿
と
し
て

描
い
て
お
り
、
八
島
の
合
戦
を
馬
の
描
写
に
注
目
し
な
が
ら
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
〈
梶
原
二
度
ノ
カ
ケ
〉
も
現
在
〈
二
度
掛
〉
の
曲
名
で
残

る
謡
本
の
詞
章
の
中
か
ら
「
い
つ
し
か
勇
む
春
駒
の
」
な
ど
、
馬
に
関
わ
る
文
句
が
散
見
で
き
る
が
、
前
掲
し
た
正
長
二
年
の
室
町
御
所

笠
懸
馬
場
で
の
四
座
立
合
い
で
、
観
世
が
演
じ
た
三
谷
先
陣
」
と
同
一
曲
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
曲
が
実
馬
で
演
じ
ら
れ

た
こ
と
が
確
実
視
き
れ
る
。
こ
の
曲
名
だ
け
で
も
有
名
な
一
ノ
谷
の
合
戦
を
描
い
た
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
多
武
峰
様
で
演
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
馬
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
が
、
正
長
二
年
の
演
能
を
詳
細
に
記
録
す
る
京
都
大
学

図
書
館
蔵
『
建
内
記
」
に
は
、
義
経
を
十
郎
（
元
雅
）
、
梶
原
を
三
郎
（
音
阿
弥
）
が
演
じ
た
こ
と
を
記
し
た
下
に
、
「
乗
馬
出
舞
台
」
と
あ
る

の
で
（
「
能
楽
源
流
考
』
能
勢
朝
次
氏
、
岩
波
書
店
、
’
九
三
八
年
）
参
照
）
、
馬
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

そ
し
て
前
掲
の
演
能
で
観
世
（
十
郎
）
が
演
じ
た
く
鶴
次
郎
〉
も
、
以
下
の
詞
章
か
ら
判
断
す
る
と
実
馬
で
演
じ
ら
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

多
武
峰
様
具
足
能
が
す
べ
て
馬
を
用
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
南
都
一
乗
院
で
の
四
座
立
合
の
多
武

峰
様
猿
楽
で
、
宝
生
が
〈
打
入
曽
我
〉
、
金
剛
が
〈
ク
マ
ン
ギ
リ
〉
、
金
春
が
〈
梶
原
二
度
ノ
ヵ
ヶ
〉
、
観
世
が
〈
鶴
次
郎
〉
を
具
足
能
で
演
じ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
〈
夜
討
曽
我
〉
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
〈
打
入
曽
我
〉
は
、
闇
夜
の
中
で
の
戦
闘
な
の
で
、
馬
が
出
な
い

、
鶴
か
岡
の
卜

本
番
外
謡
に
よ
る
）

笠
に
廿
四
さ
い
た
る
染
羽
の
矢
負
子
、
重
藤
の
弓
真
中
握
り

子
、
鶴
次
郎
が
出
立
に
は

上
同
山
風
に
竹
笠
吹
せ
て
そ
ろ
り
ノ
ー
と
か
け
る
粧
ひ
子
な
か
ら
も
勇
な
り
け
り
（
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
大
阪

一
頁
叶
（
マ
河
）
の
大
口
に
秋
の
野
摺
た
る
直
垂
の
「
衣
紋
気
高
く
着
な
し
つ
画
シ
テ
、
月
星
組
た
る
竹

シ
テ
、
芦
毛
成
馬
に
打
乗
て
子
、
名
に
た
ぐ
へ
た
る
シ
テ
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当
然
、
そ
の
人
物
が
登
場
す
る
状
況
な
ど
で
描
き
方
に
差
異
が
生
ま
れ
る
が
、
右
の
よ
う
に
簡
略
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
〈
鶴
次
郎
〉
の
特
異
性
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
曲
に
お
い
て
、
鶴
次
郎
の
出
陣
の
様
を
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
描
出
し
て
い
る
の
は
、
実

甲
冑
で
演
じ
た
本
曲
に
お
い
て
、
詞
章
の
中
で
も
出
立
の
描
写
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
〈
鶴
次
郎
〉
は
傍
線
部
の
よ
う
に
騎
乗
の
姿
ま
で
詞
章
に
織
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
討
手
が
古
郡
兼
忠
方
を

攻
め
る
場
面
な
の
で
、
本
来
特
に
馬
で
出
陣
す
る
様
を
描
く
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
描
写
を
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
曲
が
実
馬
で
演
じ
ら
れ
た
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
馬
実
甲
冑
で
演
じ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
新
作
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
く
鶴
次
郎
〉
の
詞
章
に
は
、
そ
の
演
出
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
〈
鶴
次
郎
〉
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
出
立
描
写
が
強
調
さ
れ
て
い
る
曲
や
馬
の
描
写
の
あ
る
曲
も
、
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た

可
能
性
が
な
い
か
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
演
能
記
録
な
ど
か
ら
断
定
で
き
る
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た
曲
は
僅
少
で
あ
る

が
、
他
に
も
こ
の
た
め
に
作
能
さ
れ
た
現
存
曲
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
ぺ
き
が
〈
小
林
〉
な
の
で
あ
る
。

〈
小
林
〉
は
前
述
の
よ
う
に
、
後
シ
テ
の
登
場
の
描
写
が
非
常
に
丁
寧
で
あ
り
、
他
の
修
羅
能
や
鬼
能
に
は
見
ら
れ
な
い
馬
で
の
登
場
の

こ
の
場
面
は
古
郡
兼
忠
（
シ
テ
）
の
子
・
鶴
次
郎
（
子
方
）
が
、
父
の
説
得
を
押
し
の
け
、
戦
場
へ
と
出
陣
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま

ず
注
意
し
た
い
の
は
、
波
線
部
の
よ
う
に
出
陣
し
た
鶴
次
郎
の
出
立
を
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
切
合
能
で
は
、
当
然
登
場
人

物
の
出
立
を
描
写
す
る
曲
は
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
丁
寧
で
は
な
く
、
そ
の
人
物
が
持
つ
武
具
な
ど
に
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
の
場
合
が

圧
倒
的
に
多
い
。
例
え
ば
、
〈
鶴
次
郎
〉
と
同
様
に
子
方
の
健
気
さ
を
見
所
の
一
つ
と
し
た
〈
光
季
〉
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

差
に
佐
々
木
の
高
重
と
て
黒
革
お
ど
し
の
腹
巻
に
白
柄
の
長
刀
か
い
こ
ん
で
門
よ
り
内
に
さ
し
入
け
れ
ば
寿
王
は
お
も
て

の
縁
に
出
て
い
か
で
高
重
聞
き
給
へ
、
日
比
は
子
に
せ
ん
お
や
に
せ
ん
と
…
（
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
整
版
混
綴
車
屋
謡
本
に
適
宜
濁
点

を
補
う
〉
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様
が
描
出
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
『
舞
芸
六
輪
』
で
「
か
ふ
と
」
を
着
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
来
こ
の
曲
が
多
武
峰
様

で
演
じ
ら
れ
た
た
め
と
考
え
れ
ば
合
点
が
い
く
。
さ
ら
に
竹
本
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
室
町
期
の
演
能
記
録
が
大
和
猿
楽
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
曲
が
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
る
重
要
な
根
拠
で
あ
る
（
前
掲
の
「
春
日
拝
殿
方
諸
日
記
」
享
徳
元
年
（
’

四
五
二
）
の
条
、
薪
猿
楽
御
社
上
り
に
見
え
る
〈
奥
州
氏
清
〉
）
。
僅
か
一
例
の
記
録
な
が
ら
、
こ
の
演
能
状
況
を
踏
ま
え
考
え
る
と
、
〈
小
林
〉

の
詞
章
面
の
特
異
性
は
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
る
と
最
も
自
然
に
説
明
が
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
中
で

は
、
〈
小
林
〉
の
個
性
は
も
っ
ぱ
ら
兜
だ
け
に
注
目
し
た
議
論
に
な
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
鬼
能
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
馬
の
描
写
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
鬼
能
」
と
し
て
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
武
峰
様
と
い
う
特
殊
な
演

能
形
式
の
た
め
に
作
ら
れ
た
曲
ゆ
え
の
独
自
性
だ
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
〈
小
林
〉
の
シ
テ
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
長
刀
も
、
多
武
峰
様
具
足
能
と
結
び
付
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
長
刀
は
小
林
上
野
守
と
い
う
人
物
を
特
徴
づ
け
る
小
道
具
で
は
な
い
。
型
付
な
ど
の
演
出
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、

成
立
当
初
こ
の
曲
が
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
詞
章
か
ら
考
え
る
と
、
〈
熊
坂
〉
の
よ
う
に
長
刀
の
派
手
な
型

を
見
せ
る
場
面
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
演
出
上
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
後
シ
テ
に
長

刀
を
持
た
せ
る
こ
と
の
意
図
と
し
て
は
、
兜
と
同
じ
よ
う
に
シ
テ
の
扮
装
の
視
覚
的
効
果
を
高
め
る
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
多
武
峰
様
猿

楽
は
一
種
の
仮
装
で
あ
っ
て
、
通
常
の
演
能
と
は
一
線
を
画
す
（
天
野
氏
「
能
と
具
足
」
、
岩
崎
氏
稿
）
。
派
手
な
所
作
な
ど
を
伴
わ
な
く
と

も
、
扮
装
だ
け
で
十
分
「
風
流
」
の
芸
能
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
演
能
形
式
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
長
刀
を
用
い
る
こ
と
の
効
果
は
、
こ
う
し
た
多
武
峰
様
具
足
能
の
特
徴
に
則
し
て
考
え
れ
ば
、
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
〈
小
林
〉

の
後
シ
テ
が
長
刀
を
持
つ
と
い
う
点
が
、
こ
の
曲
が
多
武
峰
様
具
足
能
と
い
う
特
殊
な
演
能
形
態
の
中
で
作
ら
れ
た
と
考
え
る
根
拠
の
一

つ
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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従
来
、
〈
小
林
〉
が
「
鬼
能
」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
点
か
ら
、
〈
船
弁
慶
〉
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
兜
を
着
け
る
こ
と
と
長
刀
を
持
つ
こ
と

は
「
鬼
」
の
特
徴
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
〈
小
林
〉
は
〈
船
弁
慶
〉
よ
り
も
成
立
が
早
い
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
シ
テ
が
こ
の
扮
装
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
観
客
が
そ
れ
を
「
鬼
」
と
理
解
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
詞
章
の
中
で
描
か

れ
た
、
馬
に
乗
り
、
兜
を
着
け
、
長
刀
を
持
つ
と
い
う
諸
要
素
は
す
べ
て
多
武
峰
様
具
足
能
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
作

ら
れ
た
「
修
羅
能
」
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
自
然
な
推
測
だ
と
思
わ
れ
る
。

長
刀
を
用
い
る
曲
の
中
で
古
い
も
の
に
属
す
る
〈
小
林
〉
で
、
シ
テ
の
動
的
な
姿
で
は
な
く
、
扮
装
自
体
の
風
流
性
を
強
調
す
る
た
め
に

こ
れ
を
用
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
小
道
具
の
意
義
に
一
つ
の
視
座
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
長
刀
を
用
い

る
現
行
曲
の
ほ
と
ん
ど
が
、
働
事
を
見
所
と
し
て
い
る
の
で
、
と
か
く
長
刀
は
派
手
な
所
作
を
生
む
た
め
の
小
道
具
と
し
て
捉
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
。
確
か
に
長
刀
捌
き
を
見
せ
る
演
技
は
と
り
わ
け
見
ご
た
え
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
太
刀
を
持
っ
た
り
楓
い
た
り
す
る
よ
り
も
、

「
長
刀
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
白
体
が
視
覚
的
効
果
に
優
れ
て
い
る
。
〈
小
林
〉
の
よ
う
に
成
立
が
比
較
的
古
い
と
考
え
ら
れ
る
曲
が
、
後

者
の
意
義
で
長
刀
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
能
に
お
け
る
本
来
の
意
義
は
扮
装
上
の
視
覚
的
効
果
の
強
調
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
は
、
決
し
て
〈
小
林
〉
の
内
部
だ
け
で
完
結
す
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
他
曲
の
考
察
を
通
し
て
さ
ら
に
掘
り
下

〈
船
弁
慶
〉
の
よ
う
な
派
手
な
所
作
を
見
せ
る
演
技
は
な
い
が
、
長
刀
が
用
い
ら
れ
る
曲
が
〈
小
林
〉
以
外
に
も
あ
る
。
そ
れ
が
く
鉢
木
〉
と

〈
鞍
馬
天
狗
〉
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
、
能
で
長
刀
を
持
つ
人
物
は
本
来
そ
れ
と
相
関
性
の
な
い
者
が
多
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
〈
鉢
木
〉
の

佐
野
常
世
、
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
牛
若
も
こ
の
例
に
該
当
す
る
。
こ
の
二
曲
を
個
別
に
検
討
し
て
、
前
節
で
一
一
一
一
口
及
し
た
長
刀
の
「
扮
装
上
の
視

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
】

げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
〈
鉢
木
×
鞍
馬
天
狗
〉
の
長
刀
を
め
ぐ
る
試
論
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長刀と多武峰様具足能との関係を基点に４１能における長刀の「風流性」

〈
鞍
馬
天
狗
〉
は
天
狗
か
ら
兵
法
の
秘
伝
を
受
け
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
が
、
複
雑
な
展
開
を
し
た
「
張
良
一
巻
書
」
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
谷
節
子
氏
「
「
張
良
一
巻
書
」
伝
授
謹
考
ｌ
謡
曲
「
鞍
馬
天
狗
」
の
背
景
ｌ
」
『
室
町
藝
文
論

孜
」
徳
江
元
正
氏
編
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
一
年
）
）
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
、
話
柄
が
完
全
に
一
致
す
る
話
は
な
い
が
、
牛
若
が
鞍
馬
山

な
ど
で
修
行
し
た
話
は
「
義
経
記
』
巻
第
一
・
古
活
字
版
「
平
治
物
語
」
に
、
天
狗
の
助
け
を
得
る
話
は
舞
曲
「
未
来
記
」
・
御
伽
草
子

「
天
狗
の
内
裏
』
・
古
浄
瑠
璃
「
常
盤
物
語
」
な
ど
に
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
『
義
経
記
』
の
「
四
方
の
草
木
を
ば
平
家
の
一
類
と
名
づ
け
、

大
木
二
本
あ
り
け
る
を
一
本
を
ば
清
盛
と
名
づ
け
、
太
刀
を
抜
き
て
、
散
々
に
切
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
剣
術
稽
古
を
す
る
場
面
を
具

備
し
た
作
品
も
あ
る
が
、
牛
若
と
長
刀
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
鞍
馬
山
兵
法
伝
授
讃
だ
け
で
な
く
、
義
経
の
生
涯
を

覚
的
効
果
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

通
し
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。

『
謡
曲
集
下
』
の
頭
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
顕
紋
紗
の
直
垂
」
が
鎧
直
垂
、
「
白
糸
の
腹
巻
」
が
略
式
の
鎧
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
牛
若
の
出
立
が
か
な
り
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
後
場
の
中
心
は
張
良
が
兵
法
を
受
け
る
［
語
り
］
と
シ
テ
（
天
狗
）
の
働
キ
に
あ

り
、
牛
若
が
剣
術
稽
古
の
様
子
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
。
す
る
と
、
牛
若
の
出
立
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
牛
若
の
姿
を
所
作
と
は
関

係
な
く
視
覚
的
に
際
立
た
せ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
長
刀
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
〈
小
林
〉
同
様
に
、
こ
の
武

そ
れ
に
対
し
て
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
後
場
の
冒
頭
で
は
、
牛
若
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

［
□
］
き
て
も
沙
那
王
が
出
立
に
は
、
肌
に
は
薄
花
桜
の
単
に
、
顕
紋
紗
の
直
垂
の
、
露
を
結
ん
で
肩
に
掛
け
、
白
糸
の
腹
巻
白
柄

［
（
ク
リ
ご
例
へ
ば
天
魔

岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）

［
□
］
二

の
長
刀

例
へ
ば
天
魔
鬼
神
な
り
と
も
、
さ
こ
そ
嵐
の
山
桜
、
花
や
か
な
り
け
る
出
立
か
な
。
百
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲
集
下
」
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4２ 

具
の
「
扮
装
上
の
視
覚
的
効
果
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈
鉢
木
〉
は
典
拠
と
な
っ
た
話
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
時
頼
が
身
を
や
つ
し
諸
国
を
廻
っ
た
「
最
明
寺
時
頼
廻
国
説
話
」
は
、
『
増

鏡
」
・
『
太
平
記
』
巻
第
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
事
付
青
砥
左
衛
門
事
」
・
『
弘
長
記
』
・
『
北
条
九
代
記
』
や
能
〈
藤
栄
〉
〈
浦
上
〉
な
ど

が
あ
り
、
疲
弊
し
た
人
物
が
奪
わ
れ
た
所
領
を
安
堵
さ
れ
る
と
い
う
展
開
は
同
一
で
あ
る
。
〈
鉢
木
〉
で
は
所
領
を
奪
わ
れ
た
悲
話
が
次
の

鏡
」
・
『
太
平
記
』
巻
硅

が
あ
り
、
疲
弊
し
た
人
』

よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

〈
鉢
木
〉
と
前
掲
の
最
明
寺
時
頼
廻
国
説
話
を
比
べ
て
み
る
と
、
本
曲
は
人
情
的
愁
嘆
場
の
表
現
に
独
白
性
が
認
め
ら
れ
る
。
多
く
の
時

頼
廻
国
説
話
は
零
落
し
た
人
物
の
所
領
が
安
堵
さ
れ
る
と
い
う
の
が
話
の
骨
子
の
た
め
、
人
情
的
表
現
の
中
心
は
こ
の
状
況
へ
の
悲
嘆
に

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
鉢
木
〉
は
主
人
公
で
あ
る
佐
野
常
世
が
「
い
ざ
鎌
倉
」
に
応
答
し
て
鎌
倉
に
上
る
話
が
加
わ
っ
て
い
る
た
め
、
人

情
的
表
現
の
重
心
は
所
領
を
奪
わ
れ
た
こ
と
へ
の
嘆
息
よ
り
も
、
以
下
の
武
士
と
し
て
の
気
概
を
み
せ
る
場
面
に
あ
る
と
い
え
る
。

前
述
の
通
り
、
話
柄
の
同
府

あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。

鎌
倉
へ
御
上
に
て
（
マ
、
）
、
御
沙
汰
に
は
出
さ
れ
侯
は
ぬ
ぞ
、
シ
テ
、
運
の
つ
く
る
と
こ
ろ
は
、
西
明
寺
殿
さ
へ
修
行
に
御
出
候
上

は
候
…
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
下
村
徳
左
衛
門
父
子
節
付
本
（
奥
書
「
以
御
本
観
世
小
次
郎
節
付
写
之
也
／
天
正
十
七
年
六
月
日
下
村
徳
左

〔
花
押
〕
」
）
に
濁
点
な
ど
を
補
う
）

一
族
の
者
や
地
頭
な
ど
に
所
領
が
奪
わ
れ
る
の
は
こ
の
話
の
定
型
で
あ
る
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の

曲
は
時
頼
廻
国
説
話
が
あ
る
程
度
流
布
し
て
か
ら
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
鉢
木
〉
に
典
拠
と
な
っ
た
話
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

前
述
の
通
り
、
話
柄
の
同
じ
話
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
現
状
で
は
広
く
流
布
し
た
時
頼
廻
国
説
話
を
も
と
に
能
作
者
が
構
想
し
た
話
で

シ
テ
、
此
う
へ
は
な
の
っ
て
き
か
せ
申
く
し
、
是
こ
そ
佐
野
の
源
左
衛
門
尉
常
世
の
な
れ
の
は
て
に
て
候
、
ワ
キ
＼
な
に
そ
れ
は
何

と
て
か
や
う
に
散
々
の
て
い
に
は
御
成
候
ぞ
、
シ
テ
、
｜
ぞ
く
に
横
領
せ
ら
れ
て
、
か
や
う
に
ま
か
り
成
て
候
、
ワ
キ
、
更
は
な
ど
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－長刀と多武峰様具足能との関係を基点に－

ごそ詞る要こ
どの章表なの

４３能における長刀の ｢風流性」

「
鉢
木
、
し
て
ハ
、
ま
へ
、
上
下
、
後
ハ
か
つ
せ
う
・
大
口
・
袖
な
し
、
わ
き
ハ
そ
う
也
、
女
、
常
の
出
立
、
わ
き
、
そ
う
、
後

ハ
と
も
を
つ
れ
て
出
ル
、
大
口
・
水
衣
、
く
わ
ら
を
か
け
る
、
さ
い
ミ
や
う
し
殿
也

ま
ず
注
意
す
べ
き
は
長
刀
を
持
つ
と
い
う
記
述
が
な
い
点
で
あ
る
が
、
詞
章
で
繰
り
返
し
「
長
刀
」
が
出
て
き
て
い
る
以
上
、
当
然
長
刀

の
作
り
物
が
使
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
甲
冑
の
出
立
に
関
し
て
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
か
つ
せ
う
（
甲
冑
）
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
が
、
修
羅
能
で
も
「
後
は
か
つ
せ
う
の
て
ひ
」
（
実
盛
）
と
あ
る
の
で
、
当
然
実
際
の
兜
や
鎧
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

足
と
っ
て
な
げ
か
け
、
さ
び
た
り
と
も
長
刀
を
も
ち
、
や
せ
た
り
と
も
あ
の
馬
に
乗
、
一
番
に
は
せ
参
ち
や
く
た
う
に
つ
き
、
さ
て

合
戦
は
じ
ま
ら
ば
、
同
、
か
た
き
大
勢
と
て
も
、
ノ
ー
、
一
番
に
わ
っ
て
入
、
お
も
ふ
か
た
き
と
よ
り
あ
ひ
、
う
ち
あ
ひ
て
し
な
ん

此
身
の
此
ま
、
な
ら
ば
い
た
づ
ら
に
、
う
ゑ
に
つ
か
れ
て
し
な
ん
命
、
な
ん
ぼ
う
無
念
の
事
き
う
ぞ
、

こ
の
よ
う
に
、
零
落
し
な
が
ら
も
御
家
人
と
し
て
の
気
概
を
見
せ
る
こ
と
が
〈
鉢
木
〉
の
愁
嘆
場
と
し
て
の
頂
点
だ
と
い
え
る
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
そ
の
中
で
常
世
（
シ
テ
）
が
持
つ
具
足
・
長
刀
・
馬
を
「
さ
び
て
い
る
け
れ
ど
…
」
と
「
た
と
え
さ
び
て
い
て
も
…
」
と
異
な

る
表
現
を
並
べ
て
強
調
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
終
曲
部
で
時
頼
が
集
っ
た
御
家
人
か
ら
常
世
を
認
識
す
る
時
に
も
同
様
の

（
注
３
）

詞
章
が
見
室
え
る
。
た
ん
に
武
士
と
し
て
の
信
念
を
壺
叩
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
幕
府
へ
の
忠
誠
な
ど
を
表
白
す
る
だ
け
で
十
分
な
は
ず
だ
が
、

そ
の
気
概
を
語
る
文
脈
の
な
か
で
具
足
・
長
刀
・
馬
を
印
象
づ
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
曲
に
と
っ
て
こ
れ
ら
が
重
要
な
意
味
が
あ
る
か
ら

て
い
る
。

で
は
こ
の
具
足
・
長
刀
が
視
覚
的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
か
。
『
舞
芸
六
輪
』
で
は
〈
鉢
木
〉
の
装
束
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

か
や
う
に
お
ち
ぶ
れ
て
は
候
へ
共
、
御
覧
候
へ
、
是
に
ち
ぎ
れ
た
れ
ど
も
具
足
を
一
り
や
う
持
て
候
、
さ
び
た
れ
ど
も
長
刀
一
え
だ
、

や
せ
た
れ
共
あ
れ
に
馬
を
一
疋
つ
な
ひ
で
持
て
候
、
こ
れ
は
た
ぎ
今
に
て
も
候
へ
、
鎌
倉
に
大
事
あ
ら
ば
、
ち
ぎ
れ
た
り
共
、
此
具
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だ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
の
演
出
で
は
、
宝
生
流
・
観
世
流
（
梅
若
家
）
の
「
黒
頭
」
、
金
剛
流
の
「
古
式
」
の
小
書
が
つ
く
と
黒
頭
・
鍬
形

必
で
表
わ
し
た
兜
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
小
書
演
出
が
い
つ
出
来
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、

岩
崎
氏
稿
で
は
『
弘
化
勧
進
能
絵
巻
」
の
図
を
例
に
挙
げ
、
江
戸
時
代
の
考
案
と
し
て
い
る
。
確
か
に
宝
暦
十
年
（
一
七
六
○
）
成
立
の

『
隣
忠
秘
抄
』
に
は
「
切
に
黒
頭
鍬
形
打
ち
着
す
る
事
あ
り
、
こ
れ
兜
の
心
持
な
り
。
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸
後
期
に
は
確
実
に
成
立
し
て

シ
テ
、
直
面
。
乱
キ
髪
。
鉢
巻
。
鉢
巻
折
て
両
ノ
小
び
ん
に
角
ノ
ご
と
く
は
さ
む
。
そ
ば
つ
ぎ
。
火
口
。
長
刀
か
た
ぐ
る
。
む
ち
腰

に
さ
す
。
刀
さ
す
。
又
、
長
刀
右
に
か
た
げ
、
左
に
む
ち
を
も
ち
も
す
る
。

「
岡
家
江
戸
初
期
能
型
付
』
の
書
写
時
期
に
は
諸
説
あ
る
が
、
寛
永
頃
に
本
体
が
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
型
付
で
鉢
巻
を
折

り
、
「
小
び
ん
（
こ
め
か
み
辺
り
）
」
に
指
し
、
兜
の
形
を
模
し
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
黒
頭
・
鍬
形
と
い
う
兜
の
作
り
物
の

定
型
と
は
異
な
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
鉢
巻
で
兜
を
表
現
し
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
こ
の
曲
に
お
い
て
甲
冑
姿
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
岩
崎
氏
稿
で
も
「
こ
の
曲
で
は
ワ
キ
最
明
寺
時
頼
が
「
ち
ぎ
れ
た
る
具
足
を
着
」
た
武
者
を
目
印
に
常
世
を
捜
さ
せ
る
の
で
、

具
足
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
終
曲
部
に
お
い
て
も
甲
冑
描
写
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
不
可
欠
な
の
で

管
見
に
入
っ
た
限
り
、
こ
の
演
出
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
『
隣
忠
秘
抄
」
よ
り
古
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
次
に
挙
げ
る

「
岡
家
江
戸
初
期
能
型
付
』
（
藤
岡
道
子
氏
編
『
岡
家
江
戸
初
期
能
型
付
』
和
泉
書
院
、
二
○
○
七
年
）
の
記
事
は
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
に
甲
冑
が
曲
の
構
想
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
構
想
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
が
長
刀
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
零
落

し
た
常
世
の
姿
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
た
め
に
は
、
太
刀
よ
り
も
長
刀
の
方
が
よ
り
効
果
的
だ
っ
た
と
い
え
る
し
、
実
際
に
舞
台
に
出
な

か
っ
た
に
し
ろ
、
多
く
の
武
士
か
ら
常
世
を
見
つ
け
だ
す
と
い
う
設
定
か
ら
考
え
て
も
、
長
刀
の
ほ
う
が
よ
り
シ
テ
の
姿
を
際
だ
た
せ
る

あ
る
。

い
た
こ
と
に
な
る
。
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長刀と多武峰様具足能との関係を基点に４５能における長刀の「風流性」

以
上
の
よ
う
に
、
〈
鞍
馬
天
狗
〉
〈
鉢
木
〉
両
曲
で
「
視
覚
的
効
果
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
る
と
、
や
は
り
多
武
峰
様
で
演

じ
ら
れ
た
可
能
性
を
考
え
た
く
な
る
。
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
前
場
で
桜
の
見
ご
ろ
を
告
げ
る
使
者
を
「
使
は
来
た
り
馬
に
鞍
、
鞍
馬
の
山
の
雲

珠
桜
」
（
一
一
一
段
［
上
ゲ
歌
］
）
と
鞍
馬
に
掛
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
使
者
が
馬
に
乗
っ
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
を
実
馬
で
演
じ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
く
鉢
木
〉
の
後
場
で
も
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。

い
か
に
あ
れ
な
る
旅
人
、
鎌
倉
へ
ぜ
い
の
上
と
い
ふ
は
ま
こ
と
か
、
何
お
び
た
薮
し
く
上
る
う
、
さ
ぞ
あ
る
ら
ん
、
東
八
ヶ
国
の
大

る
、
馬
も
の
、
具
や
う
ち
物
の
、
そ
の
物
に
あ
ら
ざ
る
け
し
き
、
さ
ぞ
わ
ら
ふ
ら
ん
去
な
か
ら
、
所
存
は
誰
に
も
を
と
る
ま
じ
と
、

心
ば
か
り
は
い
さ
め
ど
も
、
い
さ
め
か
ね
た
る
や
せ
馬
の
、
あ
ら
道
を
そ
や

常
世
の
出
立
は
傍
線
部
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
痩
せ
馬
で
の
出
陣
の
様
を
し
っ
か
り
描
い
て
お
り
、
実
際
に
馬
を
用
い
れ
ば
よ
り
効
果
的

な
場
面
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
常
世
の
描
写
で
は
な
い
が
、
波
線
部
の
よ
う
に
鎌
倉
へ
向
か
う
他
の
御
家
人
た
ち
の
華
や
か
な
出

立
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
お
り
、
多
武
峰
様
で
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
面
白
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
だ
け
を
も
っ
て
、
両
曲
を
多
武
峰
様
具
足
能
と
結
び
つ
け
る
の
は
推
測
の
域
を
で
な
い
だ
ろ
う
。
当
然
現

在
漬
能
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
具
足
能
の
た
め
に
作
ら
れ
た
曲
も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
室
町
後
期
に
多
武
峰
様
の
た
め

に
能
が
新
作
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
た
め
、
両
曲
の
成
立
が
古
い
と
確
認
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
特
殊
演
出
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と

推
断
す
る
の
は
檮
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

は
ず
で
あ
る
。
〈
小
林
〉
の
長
刀
と
は
傾
向
が
異
な
る
が
、
や
は
り
〈
鉢
木
〉
の
そ
れ
も
「
視
覚
的
効
果
」
が
意
図
さ
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

い
か
に
あ
れ
な
る
旅
人
、
鎌
倉
へ
ぜ
い
の
上
と
い
ふ
は
ま
こ
と
笙

名
小
名
お
も
ひ
思
ひ
の
か
ま
く
ら
入
、
さ
ぞ
見
事
に
て
候
ら
ん
、

大
刀
か
た
な
、
か
ひ
に
か
う
た
る
馬
に
乗
、
の
り
が
へ
中
間
き
ら
び
や
か
に
、
打
つ
れ
ノ
ー
の
ぼ
る
中
に
、
常
よ
が
常
に
か
は
り
た

‐
「
「
、
１
１
１
１
「
Ｉ
１
１
「
「
Ｉ
ｌ
「
ｌ
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
ｌ
「

し
ろ
カ
な
物
う
つ
た
る
糸
毛
の
具
足
に
、
き
ん
人
く
、
～
を
の
べ
た
る
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4６ 

多
武
峰
様
具
足
能
と
の
直
接
的
関
係
こ
そ
明
確
に
捉
え
ら
れ
な
い
が
、
両
曲
が
「
風
流
性
」
を
多
分
に
包
含
し
た
曲
で
あ
る
と
い
う
点

が
重
要
で
あ
る
。
〈
鞍
馬
天
狗
〉
は
日
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲
集
下
』
前
付
で
「
前
ジ
テ
と
前
子
方
、
後
ジ
テ
と
後
子
方
と
人
物
を
二
組

に
し
、
背
景
を
明
・
暗
、
内
容
を
暗
・
明
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
分
け
、
前
場
後
場
を
は
っ
き
り
対
照
的
に
扱
っ
て
い
る
の
は
、
例
が
少

な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
場
に
花
見
の
場
面
と
い
う
華
や
か
な
要
素
を
備
え
て
い
る
。
〈
鉢
木
〉
も
曲
の
骨
格
は
、
零
落
し

た
武
士
の
気
概
の
表
現
と
い
う
陰
鯵
と
し
た
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が
ら
、
前
掲
の
よ
う
に
鎌
倉
へ
向
か
う
武
士
の
姿
の
描
写
と
い
う
華
美
な

一
面
も
備
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
素
を
包
含
す
る
曲
に
、
本
来
必
要
が
な
い
は
ず
の
長
刀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
偶
然
の
一

致
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
曲
が
「
風
流
性
」
を
強
く
意
識
ざ
れ
作
能
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
主
人
公
の
人
物
の
出
立
を
際
立
た
せ

る
た
め
に
長
刀
と
い
う
武
具
が
選
択
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
以
来
、
数
千
に
及
ぶ
能
が
作
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
成
立
事
情
は
分
か
ら
な
い
。
世
阿
弥
伝
書
な
ど
第
一
級
の

（
注
４
）

資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
曲
以
外
は
、
い
つ
誰
の
手
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
室
町
期
の
演
出
資
料
は
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
、
大
半
の
曲
は
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
か
が
判
然
と
し
な
い
。

そ
の
中
で
比
較
的
多
く
現
存
す
る
謡
本
に
残
さ
れ
て
い
る
詞
章
こ
そ
、
各
曲
の
成
立
事
情
を
探
る
手
掛
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
能
の
詞
章
は
本
説
と
な
っ
た
物
語
を
切
り
貼
り
し
て
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
能
作
者
が
観
客
や
演
能
の
場
を
念
頭
に
置
い
て
い
た

の
な
ら
、
作
者
の
製
作
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
演
技
と
の
相
関
性
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
特
に
多
武
峰
具
足

能
の
よ
う
な
特
殊
な
演
能
形
式
の
た
め
に
作
ら
れ
た
曲
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
特
殊
性
が
詞
章
の
中
か
ら
看
取
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
甲
冑
・
馬
と
い
う
通
常
の
演
能
で
は
用
い
ら
れ
な
い
「
小
道
具
」
が
、
詞
章
の
な
か
で
強
調
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
恩
わ
れ

ま
と
め
ｌ
出
立
・
演
技
と
詞
章
と
の
相
関
性
Ｉ
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長刀と多武峰様具足能との関係を基点に４７能における長刀の「風流性」

た
だ
し
、
こ
の
推
測
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
能
の
詞
章
が
ど
れ
く
ら
い
演
出
を
反
映
さ
せ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば

〈
海
士
〉
の
玉
ノ
段
の
よ
う
な
［
段
歌
］
の
類
や
、
〈
熊
坂
〉
の
［
中
ノ
リ
地
］
な
ど
、
現
在
仕
舞
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
部
分
は
、

演
技
と
詞
章
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
能
と
い
う
芸
能
は
大
掛
か
り
な
舞
台
装
置
を
用
い
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
の
で
、
視
覚
的
に
表
現
で
き
な
い
所
作
や
叙
景
を
詞
章
で
補
お
う
と
す
る
箇
所
も
当
然
あ
る
。
天
狗
や
鬼
と
い
っ
た
異
類
が
登
場
す
る

曲
で
は
、
立
体
的
に
表
現
で
き
な
い
描
写
を
詞
章
で
お
こ
な
う
こ
と
は
多
々
あ
る
し
、
〈
八
島
〉
の
壇
ノ
浦
合
戦
の
描
写
の
よ
う
に
壮
大
な

叙
景
は
詞
章
が
担
う
。
視
覚
的
に
表
現
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
詞
章
で
補
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
な
の
で
、
前
節
ま
で
考
察
し
た
馬

や
甲
冑
描
写
も
同
様
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
が
、
そ
の
詞
章
の
必
要
性
、
も
し
く
は
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
の
必
然
性
で
あ
る
。
〈
鞍
馬
天
狗
×
鉢
木
〉
は
、
前
述

の
通
り
シ
テ
な
ど
の
扮
装
が
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
、
特
に
〈
鉢
木
〉
の
場
合
は
そ
の
描
写
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
具
足
能
の

（
注
５
）

た
め
に
作
ら
れ
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
。
た
だ
し
、
多
武
峰
様
の
も
う
一
つ
の
特
色
で
あ
る
「
馬
」
の
描
写
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
よ
う

に
即
断
で
き
な
い
。
両
曲
が
い
わ
ゆ
る
現
在
能
形
式
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
話
の
展
開
上
、
馬
の
描
写
が
あ
る
こ
と
に
は
違
和
感

が
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
小
林
〉
の
シ
テ
は
、
「
幽
霊
」
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
長
刀
を
持
つ
騎
乗
の
小
林

の
霊
を
描
出
し
て
い
る
が
、
本
来
長
刀
と
小
林
上
野
守
と
は
な
ん
ら
相
関
性
が
な
く
、
武
将
の
霊
が
登
場
す
る
の
で
あ
れ
ば
騎
乗
の
姿
と

し
て
描
く
必
然
性
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
〈
小
林
〉
の
シ
テ
を
「
鬼
」
と
考
え
た
と
し
て
も
、
詞
章
の
中
だ
け
で
こ
の
よ
う
に
描
写

す
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ら
ば
、
実
際
に
実
馬
実
甲
冑
で
演
じ
ら
れ
て
、
そ
の
演
出
が
詞
章
に
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
出
立
の
描
写
の
必
然
性
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
作
品
の
作
意
を
探
る
こ
と
が
で
き

る
０ 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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以
上
の
詞
章
の
必
然
性
、
ま
た
は
出
立
の
必
要
性
と
い
う
視
点
か
ら
長
刀
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
「
風
流
性
」
と
い
う
意
義

組
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
言
う
「
風
流
性
」
と
は
〈
船
弁
慶
ｘ
熊
坂
〉
の
よ
う
な
派
手
な
演
技
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
演
技
と
は
一

体
で
は
な
く
、
シ
テ
の
姿
そ
の
も
の
を
際
立
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
風
流
性
」
で
あ
り
、
一
種
の
仮
装
で
あ
っ
た
多
武
峰
様
具
足

能
の
系
譜
に
連
な
る
表
現
で
あ
る
。
〈
鉢
木
〉
〈
鞍
馬
天
狗
〉
と
い
っ
た
作
品
は
多
武
峰
様
で
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
そ
の
「
風
流

性
」
を
必
要
と
す
る
演
能
空
間
が
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
長
刀
は
そ
れ
を
持
つ
人
物
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
結
び
つ
く
小
道
具
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
曲
の
演
能
形
態
・
演
能
空
間
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
装
置
で
あ
っ

た
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
能
に
お
け
る
長
刀
の
変
遷
を
総
括
す
る
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
本
来
長
刀
は
派
手
な
所
作
を
見
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
出
立
を
際
立
た
せ
る
と
い
っ
た
「
風
流
性
」
を
支
え
る
た
め

に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
来
多
武
峰
様
の
演
出
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
小
道
具
だ
っ
た
可
能
性
も
十
分
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
）

１
「
切
合
能
」
は
働
事
の
有
無
に
関
係
な
く
武
士
と
武
士
の
合
戦
を
描
い
た
曲
の
総
称
と
し
て
用
い
る
。
伊
海
稿
「
観
世
信
光
の
切
合
能
」

（
「
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
五
一
号
、
二
○
○
一
一
一
年
十
月
）
、
「
江
戸
初
期
に
お
け
る
切
合
能
の
様
相
」
（
「
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
五
一
一
一
号
、

二
○
○
四
年
十
月
）
、
「
徳
川
綱
吉
・
家
宣
時
代
の
切
合
能
ｌ
〔
斬
り
組
ミ
〕
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
楽
劇
学
』
一
一
一
号
、
一
一
○
○
五
年
年
一
一
一

２
〈
船
弁
慶
〉
〈
碇
潜
〉
の
シ
テ
と
な
っ
て
い
る
平
知
盛
は
、
「
平
家
物
語
」
の
壇
ノ
浦
合
戦
で
は
長
刀
を
も
ち
戦
う
場
面
は
な
い
。
こ
の
知
盛
像

は
む
し
ろ
平
教
経
に
近
い
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
巴
も
『
平
家
物
語
』
な
ど
で
は
大
力
を
発
揮
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
長
刀

と
は
関
係
が
薄
い
。
こ
の
二
つ
の
問
題
も
、
別
稿
に
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

月
）
参
照
。
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４９能における長刀の「風流性」－長刀と多武峰様具足能との関係を基点に
３
こ
の
部
分
の
詞
章
の
「
具
足
」
が
野
坂
家
蔵
金
春
七
郎
本
八
郎
本
転
写
三
番
綴
本
（
通
称
「
厳
島
本
」
）
で
は
「
物
の
具
」
、
法
政
大
学
鴻
山
文

庫
蔵
吉
川
家
旧
蔵
車
屋
謡
本
で
は
「
腹
巻
」
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
諸
本
に
よ
り
差
異
は
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
文
句
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る

点
は
同
一
で
あ
る
。
な
お
宝
生
流
で
は
、
最
初
の
大
夫
公
認
の
謡
本
・
寛
政
版
以
来
、
「
か
様
に
落
ふ
れ
た
れ
て
は
候
へ
共
、
今
に
て
も
あ
れ

鎌
倉
に
御
大
事
出
く
る
な
ら
ば
、
ち
き
れ
た
り
と
も
此
具
足
取
て
投
か
け
、
さ
ひ
た
り
共
長
刀
を
持
、
痩
た
り
共
あ
の
馬
に
乗
…
」
と
し
て
い

る
の
は
、
や
は
り
重
複
感
が
強
い
詞
章
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

４
能
の
成
立
背
景
を
探
る
研
究
と
し
て
は
、
為
政
者
と
御
用
能
作
者
と
の
関
係
を
探
っ
た
天
野
文
雄
氏
の
研
究
が
あ
る
（
「
世
阿
弥
が
い
た
場

・
天
文
五
年
二
月
十
一
日
春
日
社
頭
薪
猿
楽
、
大
蔵
大
夫
演
能

・
天
文
十
年
十
一
月
二
十
八
日
春
日
若
宮
祭
後
日
能
（
大
蔵
が
演
能
）

・
天
文
十
二
年
一
一
月
二
十
四
日
石
山
本
願
寺
に
て
観
世
大
夫
演
能

・
天
文
十
四
年
三
月
十
一
日
相
国
寺
石
橋
八
幡
に
て
観
世
大
夫
勧
進
能
第
一
一
一
日
目

・
天
文
十
八
年
二
月
十
二
日
春
日
社
頭
薪
能
観
世
漬
能

・
元
亀
三
年
八
月
十
六
日
遠
州
浜
松
徳
川
氏
に
て
観
世
十
郎
大
夫

こ
の
二
曲
が
大
和
猿
楽
に
縁
の
あ
る
曲
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
多
武
峰
様
具
足
能
で
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
回

は
そ
う
断
言
す
る
に
は
材
料
不
足
の
た
め
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。

５
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
現
存
最
古
の
演
能
記
録
は
「
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
一
一
一
月
九
日
条
に
み
え
る
将
軍
院
参
の
際
の
観
世
座
演
能
で
、
音
阿
弥
が

後
シ
テ
を
勤
め
て
い
る
。
そ
の
後
の
演
能
記
録
は
意
外
と
多
く
残
っ
て
い
る
が
観
世
座
な
ど
大
和
猿
楽
の
も
の
が
多
く
、
そ
の
系
統
に
縁
の
あ

る
曲
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
〈
鉢
木
〉
は
、
以
下
に
掲
出
し
た
よ
う
に
演
者
不
明
の
永
禄
九
年
六
月
松
尾
神
社
御
田
植
猿
楽
以
外
は
、
す
べ

所
乞
。

て
大
和
猿
楽
の
演
能
で
あ
る
。
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