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【
研
究
ノ
ー
ト
】

〈
通
盛
〉前
場
の
シ
テ
・
ツ
レ
登
場
段
を
め
ぐ
っ
て

山

中

玲

子

は
じ
め
に

古
作
の
修
羅
能〈
通
盛
〉に
つ
い
て
は
、『
申
楽
談
儀
』
１６
条
に
「
井
阿
作
」
と
明
言
さ
れ
る
一
方
、
同
書
１４
条
「
道
盛
、
コ
ト
バ
多
き

を
、
切
り
除
け
切
り
除
け
し
て
能
に
な
す
」
か
ら
、
世
阿
弥
の
手
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。「
能
に
な
す
」
と
い
う
口
ぶ

り
は
、
そ
れ
以
前
は
能
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
世
阿
弥
の
評
価
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
同
じ
く
１４
条
の
「
祝
言
の
外
に
は
、
井
筒
・

道
盛
な
ど
、
直
成
能
也
」「
道
盛
・
忠
度
・
よ
し
常
、
三
番
、
修
羅
が
か
り
に
は
よ
き
能
也
」
等
を
見
れ
ば
、
改
訂
後
の〈
通
盛
〉の
方
は

世
阿
弥
自
身
が
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
本
曲
の
中
に
見
ら
れ
る
古
作
ら
し
さ
や
、
井
阿
弥
作
の
他
曲

と
共
通
す
る
特
徴
、
世
阿
弥
が
ど
の
よ
う
に
手
を
入
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
徐
禎
完
「『
通
盛
』
論
―
そ
の

変
容
に
関
す
る
一
試
論
―
」（
注
１
）、
三
宅
晶
子
「
井
阿
弥
の
作
風
―
夢
幻
能
以
前
―
」（
注
２
）に
お
い
て
様
々
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
も
ま
た
、
特
に
前
場
の
シ
テ
・
ツ
レ
登
場
段
の
詞
章
に
注
目
し
て
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
提
示
し
て
み
た
い
。
時
間
・
紙
数
と
も

に
制
約
が
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
気
づ
い
た
こ
と
を
報
告
す
る
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
い
う
体
裁
を
と
ら
せ
て
頂
く
。
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以
下
、〈
通
盛
〉の
詞
章
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
所
収
本
文（
能
楽
研
究
所
蔵
「
堀
池
識
語
本
」
が
底
本
）に
基
づ
い
て
い

る
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
記
号
を
省
略
す
る
な
ど
の
変
更
は
加
え
て
い
る
。

一

第
２
段
と
第
３
段
の
断
絶

本
曲
前
場
は
、
阿
波
の
鳴
門
に
滞
在
す
る
ワ
キ
僧（
第
１
段
）の
も
と
に
、
浦
の
老
人（
シ
テ
）と
姥（
ツ
レ
）が
小
舟
に
乗
っ
て
現
れ（
第

２
段
）、
ワ
キ
僧
の
読
経
を
受
け
て
喜
び（
第
３
段
）、
ワ
キ
僧
の
問
い
に
答
え
て
シ
テ
・
ツ
レ
が
小
宰
相
局
の
入
水
の
場
面
を
再
現
し
て

消
え
て
い
く（
第
４
段
）と
い
う
内
容
で
あ
る
。
だ
が
、
第
２
段
と
第
３
段
の
詞
章
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
こ
の
両
者
、
特
に
、
第
２
段

と
第
３
段
冒
頭
の
﹇
サ
シ
﹈
と
の
つ
な
が
り
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
２
段
の
詞
章
を
引
く
。

﹇
掛
ケ
合
﹈
ツ
レ

す
は
遠
山
寺
の
鐘
の
声
、
こ
の
磯
近
く
聞
こ
え
候

シ
テ

入
相
ご
さ
め
れ
急
が
給
へ

ツ
レ

程
な
く
暮
る
る
日
の

影
か
な
、
シ
テ

き
の
ふ
過
ぎ

ツ
レ

け
ふ
と
暮
れ
、
シ
テ

あ
す
ま
た
か
く
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
、
ツ
レ

さ
れ
ど
も
老
い
に
頼
ま
ぬ
は
、

シ
テ
・
ツ
レ

身
の
行
く
末
の
日
数
な
り

﹇
一
セ
イ
﹈
シ
テ
・
ツ
レ

い
つ
ま
で
世
を
ば
わ
だ
づ
み
の
、
あ
ま
り
に
隙
も
波
小
舟
。

ツ
レ

な
に
を
頼
み
に
老
い
の
身
の
、
シ
テ

命

の
た
め
に
使
ふ
べ
き
。

﹇
上
ゲ
哥
﹈
地

憂
き
な
が
ら
、
心
の
す
こ
し
慰
む
は
、
心
の
す
こ
し
慰
む
は
、
月
の
出
潮
の
海
人
小
舟
、
さ
も
面
白
き
浦
の
気
色
か

な
。
所
は
夕
波
の
、
鳴
門
の
沖
に
雲
続
く
、
淡
路
の
島
や
離
れ
江
の
、
憂
き
世
の
業
ぞ
悲
し
き
、
憂
き
世
の
業
ぞ
悲
し
き
。

﹇
掛
ケ
合
﹈
で
は
、
二
人
の
登
場
人
物
が
山
寺
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
い
る
。
入
相
で
急
ぐ
の
は
帰
宅
を
急
ぐ
台
詞
に
も
聞
こ
え
る
。
も
ち
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ろ
ん
、
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
夜
に
経
を
聴
聞
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
か
ら
急
い
で
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
判
ら
な
い

段
階
で
は
、
入
相
の
鐘
を
聞
い
て
帰
宅
を
急
ぐ
二
人
の
人
物
の
対
話
と
理
解
で
き
る
文
言
で
あ
る
。
ま
た
、﹇
掛
ケ
合
﹈
の
後
半
と
﹇
一

セ
イ
﹈
に
は
「
老
い
の
嘆
き
」（
傍
線
部
）も
謡
わ
れ
、
急
ぐ
心
は
余
命
の
短
さ
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
「
老

い
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
ツ
レ（
姥
）の
謡
う
部
分
に
し
か
な
い
点
、
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。
続
く
﹇
上
ゲ
哥
﹈
で
は
、
辛
い
境
遇
の
身

を
慰
め
る
も
の
と
し
て
、
月
が
昇
り
満
ち
て
く
る
潮
に
乗
っ
て
船
出
し
た
沖
か
ら
眺
め
る
、
秋
の
浦
の
景
色
が
描
か
れ
、
だ
が
結
局
は
そ

う
し
て
沖
に
出
る
こ
と
も
海
人
と
し
て
の
辛
い
生
業
で
あ
る
と
結
ば
れ
る（
傍
線
部
）。
老
い
の
嘆
き
は
も
ち
ろ
ん
、
海
人
と
し
て
の
重
労

働
の
辛
さ
も
、
た
と
え
ば〈
松
風
〉の
前
場
と
同
じ
人
間
の
嘆
き
と
言
え
る
。
夢
幻
能
の
前
シ
テ
は
幽
霊
の
「
化
身
」
な
の
で
、〈
鵺
〉の
前

シ
テ
の
よ
う
な
例
外
を
の
ぞ
き
、
普
通
の
人
間
の
姿
で
、
人
間
の
心
を
持
ち
、
労
働
の
辛
さ
や
無
常
の
世
に
生
き
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を

嘆
い
た
り
風
景
を
愛
で
た
り
し
な
が
ら
登
場
し
て
く
る
。
い
き
な
り
奈
落
の
底
か
ら
呻
き
つ
つ
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
原
則
に
、

右
の
２
段
﹇
掛
ケ
合
﹈﹇
一
セ
イ
﹈﹇
上
ゲ
哥
﹈
の
内
容
は
合
っ
て
い
る
。
だ
が
、
３
段
﹇
サ
シ
﹈
は
、
様
子
が
違
う
。

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ

暗
濤
月
を
埋
ん
で
清
光
な
しａ
、
ツ
レ

舟
に
焚
く
海
人
の
篝
火
更
け
過
ぎ
て
、
シ
テ
・
ツ
レ

苫
よ
り
く
ぐ
る
夜
の
雨
の
、

芦
間
に
通
ふ
風
な
ら
で
は
、
音
す
る
も
の
も
波
枕
に
、
夢
か
現
か
お
経
の
声
の
、
嵐
に
連
れ
て
聞
こ
ゆ
る
ぞ
やｂ
、
楫
音
を
静
め
唐
櫓

を
抑
へ
て
、
聴
聞
せ
ば
や
と
思
ひ
候
。

こ
こ
で
は
、
暗
い
波
が
月
を
隠
し
て
い
る（
傍
線
ａ
）。
夕
暮
れ
に
出
て
い
た
月
が
す
で
に
波
間
に
沈
ん
だ
深
夜
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
雨
が
降
り
、
風
も
吹
い
て
お
り
、
そ
の
嵐
の
音
に
混
ざ
っ
て
お
経
の
声
が
す
る
と
い
う（
傍
線
ｂ
）。
こ

こ
で
「
聞
こ
ゆ
る
ぞ
や
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
誰
な
の
か
。
さ
き
ほ
ど
、
夕
暮
れ
の
鐘
を
聞
き
、
憂
き
世
の
業
を
嘆
く
会
話
を
交
わ
し
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な
が
ら
い
そ
い
そ
と
現
れ
た
二
人
な
の
だ
と
し
た
ら
、
彼
ら
は
今
ま
で
ど
こ
で
何
を
し
て
い
た
の
か
。
僧
は
夕
暮
れ
か
ら
磯
辺
で
経
を
読

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
二
人
と
は
別
の
人
物
が
別
の
と
こ
ろ
か
ら
、
し
ば
ら
く
時
間
が
経
っ
た
後
に
、
別
の

事
情
を
抱
え
て
現
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
行
演
出
で
は
シ
テ
・
ツ
レ
の
登
場
段
と
、
そ
れ
に
続
く
ワ
キ
と
の

応
対
の
段
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
、
第
２
段
と
第
３
段
の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
線
ｂ
が
描
く
状
況
も
、
月
も
な
く
雨
音
と
風
の
音
だ
け
が
す
る
暗
い
海
で
漁
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
後
の
場
面
を
見
て
も
、
暴
風
雨
の
中
で
ワ
キ
僧
と
シ
テ
・
ツ
レ
が
会
話
を
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。
現
実
に
嵐
な
の
で
は
な
く
、

こ
こ
に
現
れ
出
て
く
る
誰
か
の
世
界
が
そ
の
よ
う
な
環
境
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
暗
く
て
嵐
の
音
し
か
し
な
い
あ
の
世
か
ら
、
か

す
か
に
聞
こ
え
る
経
の
声
を
便
り
に
誰
か
が
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
状
況
を
考
え
て
み
た
い
。
ち
ょ
う
ど
、〈
葵
上
〉の
前
シ
テ
で
あ
る
六

条
御
息
所
の
生
き
霊
が
「
梓
の
弓
の
音
は
い
づ
く
ぞ
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
あ
の
世
か
ら
現
れ
て
く
る
よ
う
な
形
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

こ
れ
が
、
通
盛
の
霊
の
登
場
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
第
２
段
で
は
小
宰
相
の
霊
の
化
身
で
あ
る
姥
が
、
も
う
一
人
の
人
物
を
伴

い
登
場
し
て
﹇
掛
ケ
合
﹈﹇
一
セ
イ
﹈
を
謡
い
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
個
に
通
盛
の
霊
は
第
３
段
で
登
場
し
て
く
る
と
い
う
設
定
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
小
宰
相
が
連
れ
て
く
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
説
た
る
『
平
家
物
語
』
で
も
最
後
ま
で
連

れ
添
っ
た
乳
母（
の
霊
）と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

２
段
﹇
掛
ケ
合
﹈
冒
頭
の
「
す
は
遠
山
寺
の
鐘
の
声
、
こ
の
磯
近
く
聞
こ
え
候
」
を
ま
ず
ツ
レ
の
姥
か
ら
謡
い
だ
し
シ
テ
が
そ
れ
を
受

け
て
「
入
相
ご
さ
め
れ
急
が
給
へ
」
と
続
け
る
現
行
の
役
分
担
は
、
通
常
の
シ
テ
・
ツ
レ
の
﹇
掛
ケ
合
﹈
と
は
逆
で
不
自
然
だ
が
、
こ
こ

が
本
来
小
宰
相
と
彼
女
に
従
う
乳
母
の
登
場
段
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
ず
姥（
小
宰
相
）が
謡
い
だ
し
、
乳
母
が
続
け
る
の
は
ご
く
自
然

な
形
と
い
え
る
。
姥
と
乳
母
の
コ
ン
ビ
な
ら
、
姥
だ
け
が
老
い
に
言
及
す
る
の
も
ま
た
当
然
だ
ろ
う
。
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二

前
場
の
再
検
討

前
項
で
想
定
し
た
ご
と
く
、
２
段
と
３
段
の
間
に
断
絶（
時
間
的
経
過
）が
あ
り
、
前
場
の
登
場
人
物
が
、
小
宰
相
の
霊
の
化
身
で
あ
る

姥
、
乳
母（
の
霊
）、
通
盛
の
霊
の
化
身
で
あ
る
老
人
の
三
人
で
あ
っ
た
場
合
、
前
場
の
詞
章
解
釈
や
そ
こ
か
ら
思
い
描
か
れ
る
情
景
も
変

わ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
先
に
掲
げ
た
３
段
﹇
サ
シ
﹈
の
う
ち
二
重
傍
線
を
引
い
た
「
舟
に
焚
く
海
人
の
篝
火
更
け
過
ぎ
て
」
は
、
ど
の
舟
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
か
。
現
行
演
出
で
は
シ
テ
と
同
じ
舟
に
乗
る
ツ
レ
姥
の
謡
だ
が
、
こ
れ
を
３
段
で
新
た
に
登
場
し
た（
と
本
稿
で
推
定
す

る
）通
盛
が
言
う
の
か
、
そ
れ
と
も
す
で
に
宵
の
う
ち
に
こ
の
磯
辺
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る
姥
が
自
分
た
ち
の
船
に
つ
い
て
言
っ
て
い

る
の
か
。
当
然
な
が
ら
、
本
稿
の
推
定
で
は
、
姥
た
ち（
小
宰
相
と
乳
母
）が
乗
っ
て
出
て
き
た
舟
の
篝
火
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
推
定
は
、
続
く
﹇
掛
ケ
合
﹈
の
内
容
と
も
響
き
合
う
。

﹇
掛
ケ
合
﹈
ワ
キ

誰
そ
や
こ
の
鳴
門
の
沖
に
音
す
る
は

シ
テ

泊
り
定
め
ぬ
海
人
の
釣
り
舟
候
ふ
よ

ワ
キ

さ
も
あ
ら
ば
思
ふ
子
細

あ
り
、
こ
の
磯
近
く
寄
せ
給
へ

シ
テ

仰
せ
に
従
ひ
さ
し
寄
せ
見
れ
ば
、

ワ
キ

二
人
の
僧
は
巌
の
上
、

シ
テ

漁
り
の
舟
は
岸

の
蔭ｃ
、

ワ
キ

葦
火
の
影
を
か
り
そ
め
に
、
お
経
を
開
き
読
誦
す
る

シ
テ

有
難
や
漁
り
す
る
、
業
は
葦
火
と
思
ひ
し
に
、

ワ
キ

善
き
と
も
し
火
に
鳴
門
の
海
の
、

ワ
キ
・
シ
テ

弘
誓
真
如
海
歴
劫
不
思
議
の
機
縁
に
よ
り
て
、
五
十
展
転
随
喜
功
徳
品ｄ

右
の
二
重
傍
線
部
で
ワ
キ
僧
は
、
沖
か
ら
聞
こ
え
る
楫
音
に
反
応
し
て
い
る
。
も
し
も
シ
テ
の
舟
に
篝
火
が
燃
え
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の

火
が
沖
に
あ
る
う
ち
か
ら
見
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
暗
闇
の
中
か
ら
現
れ
た
シ
テ
の
舟
に
篝
火
は
な
く
、
た
だ
楫
音
だ
け
が
聞
こ
え
る
か
ら
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こ
そ
、
ワ
キ
僧
は
こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、﹇
サ
シ
﹈
に
あ
る
「
海
人
の
篝
火
」
は
ツ
レ
た
ち
の
舟

の
も
の
で
、「
更
け
過
ぎ
て
」
に
無
理
に
「
舟
の
篝
火
の
勢
い
が
弱
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か（
注

３
）。
篝
火
の
燃
え
る
夜
更
け
で
あ
り
、
第
２
段
の
登
場
段
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
、
当
事
者
の
ツ
レ
の
言
葉
で
示
し
て
い

る
と
見
る
べ
き
と
思
う
。

ま
た
、
シ
テ
の
「
仰
せ
に
従
ひ
さ
し
寄
せ
見
れ
ば
」
以
下
は
、
現
行
で
は
、
ワ
キ
僧
と
シ
テ
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
位
置
や
動
作
を
謡
う

と
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
ま
さ
に
シ
テ
が
「
さ
し
寄
せ
見
」
た
情
景
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
漁
り
の
舟
は
岸
の
蔭
」（
傍

線
ｃ
）は
、
先
に
寄
せ
て
い
た
小
宰
相
た
ち
の
舟
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
篝
火
を
頼
り
に
為
さ
れ
る
読
経
に
よ
っ
て
姥
た
ち
が
救
わ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
直
接
に
は
僧
と
関
わ
っ
て
な
い（
も
し
か
し
た
ら
僧
の
目
に
も
よ
く
見
え
て
い
な
い
）老
人（
通
盛
の
霊
）も
救
わ
れ
る
の
が
、

「
五
十
展
轉
随
喜
功
徳
」（
傍
線
ｄ
）の
証
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
五
十
展
轉
…
」
本
来
の
、
五
十
人
が
言
い
伝
え
て
い
っ
た
先
で
も

功
徳
が
あ
る
と
い
う
意
味
と
は
少
し
ず
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
夫
婦
の
霊
が
二
人
一
緒
に
舟
に
乗
っ
て
僧
の
読
経
の
功
徳
を
一
度

に
受
け
て
い
る
現
行
演
出
よ
り
は
、
言
葉
の
意
味
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
３
段
末
﹇
上
ゲ
哥
﹈
の
「
竜
女
変
成
と
聞
く
と
き
は
、
姥
も
頼
も
し
や
、
お
ほ
ぢ
は
言
ふ
に
及
ば
ず
」
も
理

解
し
や
す
い
。
シ
テ
老
人
と
ツ
レ
姥
が
と
も
に
現
れ
、
僧
の
読
経
を
受
け
て
喜
ぶ
場
面
で
、
な
ぜ
先
に
ツ
レ
の
姥
が
喜
び
、
シ
テ
の
老
人

の
こ
と
は
付
け
足
し
の
よ
う
に
言
う
の
か
、
法
華
経
の
功
徳
が
女
性
に
も
及
ぶ
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
不
思
議
な
順

番
は
説
明
で
き
な
い
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
僧
と
直
接
向
き
合
っ
て
い
る
の
は
姥
た
ち
で
、
通
盛
の
霊
は
そ
の
そ
ば
に
来
て
い
る
と
い
う
状

況
な
ら
、
姥
の
側
か
ら
の
発
言
と
し
て
こ
の
順
序
も
「
も
ち
ろ
ん
…
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
付
け
加
え
る
言
い
方
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の

と
な
ろ
う
。
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三

中
入
り
の
処
理
―
―
世
阿
弥
に
よ
る
改
定
と
の
関
係
な
ど

前
項
の
よ
う
な
推
定
は
、
当
然
な
が
ら
第
４
段
の
解
釈
に
も
変
更
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば

阿
波
の
海
で
死
ん
だ
の
は
小
宰
相
の
局
一
人
で
あ
る
。
４
段
で
そ
の
小
宰
相
の
最
期
を
、
そ
の
場
に
い
も
し
な
か
っ
た
通
盛
の
霊（
の
化

身
で
あ
る
老
人
）が
一
緒
に
語
る
不
自
然
さ
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
、
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
徐
稿
や
三
宅
稿
で
も
そ
の
点
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。﹇
ク
ド
キ
﹈
の
「
さ
る
ほ
ど
に
小
宰
相
の
局
め
の
と
を
近
づ
け
」
と
い
う
文
言
や
、﹇
上
ゲ
哥
﹈
の
「
め
の
と
泣
く
泣
く
取
り
付
き

て
…
」
以
下
で
語
ら
れ
る
乳
母
の
台
詞
と
引
き
止
め
る
動
作
の
描
写
か
ら
は
、
こ
こ
に
乳
母
が
登
場
し
て
姥
と
と
も
に
小
宰
相
の
入
水
の

場
面
を
再
現
す
る
ほ
う
が
、
自
然
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
前
場
の
終
わ
り
に
は
「
…
振
り
切
り
海
に
入
る
と
見
て
、
老
人
も
同
じ
満
ち
潮
の
、
底
の
水
屑
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
謡
が

あ
り
、
ツ
レ
の
姥
が
入
水
す
る
と
同
時
に
シ
テ
の
老
人
も
海
に
跳
び
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
よ
う
に
前
場
の
登
場
人
物
は
二

人
で
あ
る
と
の
前
提
で
、
通
盛
の
霊
の
代
わ
り
に
乳
母
が
登
場
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
場
合
、
小
宰
相
の
身
投
げ
と
同
時
に
、
乳
母

も
身
を
投
げ
た
と
い
う
の
は
老
人
が
一
緒
に
飛
び
込
む
の
と
同
様
、
お
か
し
な
演
出
と
な
ろ
う
。
本
説
で
は
後
ま
で
生
き
た
は
ず
の
乳
母

が
小
宰
相
の
霊
と
一
緒
に
入
水
し
て
し
ま
う
よ
り
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
戦
死
し
た
通
盛
が
妻
の
霊
と
行
動
を
共
に
す
る
方
が
、
筋
は
通
っ

て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
本
稿
で
の
推
定
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
二
人
で
は
な
く
三
人
が
登
場
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
ワ
キ
僧
の

要
望
に
こ
た
え
、
小
宰
相
の
霊（
の
化
身
で
あ
る
姥
）が
自
身
の
入
水
の
場
面
を
語
り
始
め
た
と
こ
ろ
で
「
や
、
も
ろ
と
も
に
お
ん
物
語
り

候
へ
」
と
乳
母
を
誘
い
、
二
人
で
場
面
を
再
現
し
た
後
、
入
水
の
場
面
で
消
え
、
同
時
に
、
そ
ば
に
浮
か
ん
で
い
た
老
人
の
霊
も
消
え
て

い
く
、
と
い
う
状
況
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
乳
母
の
霊
の
化
身
が
舟
に
残
っ
て
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
消
え
た
こ
と
に
す
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
舞
台
演
出
上
の
処
理
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
大
き
な
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
の
謡
は
後
に
老
人
・
姥
の
二
人

101 〈通盛〉前場のシテ・ツレ登場段をめぐって



が
同
じ
舟
で
現
れ
て
消
え
る
演
出
に
合
わ
せ
て
改
定
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
三
人
が
ど
う
消
え
て
い
た
か
は
、
よ
く
判
ら

な
い
。
右
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
も
可
能
、
と
い
う
一
例
で
あ
る
。

以
上
、
現
行
演
出
と
は
違
う〈
通
盛
〉の
古
形
を
想
定
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
前
場
に
は
通
盛
の
霊
の
化
身
で
あ
る
老
人
、
小
宰
相

の
霊
の
化
身
で
あ
る
姥
、
小
宰
相
に
従
っ
て
い
た
乳
母
の
霊
、
の
三
人
が
登
場
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
小
宰
相
と
乳
母
が
同
じ
舟

で
小
宰
相
の
死
ん
だ
場
所
に
現
れ
、
僧
と
積
極
的
に
か
か
わ
る
の
も
彼
女
た
ち
で
あ
る
こ
と
、
通
盛
の
霊
は
小
宰
相
と
の
縁
を
頼
っ
て
地

獄（
修
羅
道
）か
ら
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
等
を
想
定
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
あ
え
て
避
け
て
通
っ
て
き
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の
よ
う
に
想
定
し
た
古
い〈
通
盛
〉が
現
行
の
よ
う
な
形
に
変
わ
っ
た
の
は
い
つ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
三

人
登
場
す
る〈
通
盛
〉は
、
世
阿
弥
が
「
切
り
除
け
切
り
除
け
し
て
能
に
な
す
」
前
の
井
阿
弥
時
代
だ
け
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
世
阿

弥
改
作
後
も
し
ば
ら
く
は
三
人
が
登
場
し
て
お
り
、
ツ
レ
の
姥
が
若
い
女
に
変
わ
る
の
と
同
様
の
演
出
の
変
化
の
中
で
、
乳
母
が
省
略
さ

れ
二
人
が
ひ
と
つ
の
舟
に
乗
る
現
行
演
出
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
考
察
が
で
き
て
い
な
い
が
、
稿
者
は
今
、
以
上
で
推
定
し
た
三
人
登
場
の
形
が
世
阿
弥
の
改
作
後
も

し
ば
ら
く
は
残
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
世
阿
弥
が
詞
章
を
大
幅
に
「
切
り
除
け
」
な
が
ら
登
場
人
物
を
減
ら
し
た
の

な
ら
中
入
り
の
場
面
の
処
理
な
ど
、
も
う
少
し
辻
褄
の
合
う
形
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、〈
葵
上
〉の
青
女

房
の
例
な
ど
と
同
様
の
、
詞
章
と
の
齟
齬
に
配
慮
せ
ず
に
行
わ
れ
た
省
略
と
い
う
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
一
方
、
現
在
の
第
３
段
で
通
盛

の
霊
と
僧
が
応
対
す
る
前
に
、
井
阿
弥
版〈
通
盛
〉で
は
僧
と
小
宰
相
局
た
ち
と
の
会
話
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

世
阿
弥
が
切
り
除
け
整
理
し
た
結
果
が
、
現
在
の
２
段
と
３
段
の
断
絶
に
現
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
あ
く
ま
で
印
象
で
し

か
な
い
が
、
現
段
階
の
立
場
を
記
し
て
お
く
。
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な
お
、
本
稿
で
想
定
し
た
、「
先
に
ツ
レ
の
女
が
ワ
キ
に
会
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
後
か
ら
シ
テ
の
霊
が
現
れ
て
く
る
」
と
い
う
構
造

は
、
同
じ
く
古
作
の〈
通
小
町
〉や
世
阿
弥
自
筆
本〈
雲
林
院
〉と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
曲
は
『
三
道
』
で
も
修
羅
能
の
一
群
の
中

に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
安
易
に
鬼
能
の
パ
タ
ー
ン
と
並
べ
て
は
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
終
曲
部
で
は
シ
テ
に
つ
い
て
「
悪
鬼
心
を

和
ら
げ
」
と
描
写
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
、
井
阿
弥
版
に
は
鬼
能
的
な
要
素
も
強
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は〈
通
盛
〉の
後
場

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
も
含
め
、
今
後
、
他
の
古
作
能
と
広
く
比
較
・
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
過
程
で
、

世
阿
弥
に
よ
る
改
作
と
本
稿
で
の
推
定
と
が
全
体
を
通
し
て
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
か
ど
う
か
の
よ
り
詳
細
な
検
討
も
進
め
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

注

１

『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
１
、
一
九
八
九
年
。

２

『
日
本
文
学
史
を
読
む

Ⅲ
中
世
』（
有
精
堂
、
一
九
九
二
年
）、『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
）に
収
録
。

３

古
典
文
学
大
系
の
頭
注
は
「
火
勢
の
弱
ま
る
こ
と
と
夜
半
を
過
ぎ
た
こ
と
を
兼
ね
る
」
と
し
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
も
「
燃
え
る
篝
火
が

盛
り
を
過
ぎ
て
火
勢
を
弱
め
た
こ
と
も
か
け
る
ら
し
い
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
篝
火
が
通
盛
の
乗
る
舟
の
も
の
と
の
前
提
だ
か

ら
必
要
な
解
釈
で
、
本
稿
の
よ
う
に
別
の
舟
と
考
え
れ
ば
、
火
勢
が
弱
ま
る
必
要
は
な
い
。
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