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はたして禅竹作か

　

近
頃
、
能
の
作
品
の
、
あ
れ
も
禅
竹
作
、
こ
れ
も
禅
竹
作
と
話
題
に
な

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
、
近
世
文
学
研
究

に
携
わ
っ
て
き
た
者
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
に
野
放
図
に
過
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。
能
に
は
門
外
漢
の
私
で
す
が
、
日
ご

ろ
か
ら
疑
問
に
思
う
点
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

一

　

金
春
禅
竹
（
一
四
〇
五
～
一
四
七
〇
頃
）
は
数
多
く
の
能
楽
論
書
を
執

筆
し
て
い
ま
す
が
、
自
身
が
書
い
た
能
の
作
品
に
つ
い
て
は
そ
の
中
で
一

言
も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
禅
竹
作
と
資
料
の
上
で
確
認
で
き
る
の
は
、
孫

の
金
春
禅
鳳
（
一
四
五
四
～
一
五
三
二
）
の
『
禅
鳳
雑
談
』
に
記
さ
れ
た
、

「『
芭
蕉
』
は
、
禅
竹
若
き
時
書
候
て
、
観
世
へ
被
遣
候
能
に
て
候
」
と
い

う
一
文
の
み
で
す
。

　

若
き
時
の
作
と
い
い
、
観
世
に
遣
わ
さ
れ
た
能
と
あ
る
こ
と
か
ら
か
ん

が
み
て
、
か
り
に
禅
竹
二
三
歳
の
時
と
す
れ
ば
世
阿
弥
は
六
五
歳
、『
芭
蕉
』

に
は
世
阿
弥
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、

『
申
楽
談
儀
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
資
料
上
は
、『
禅
鳳
雑
談（
１
）』

の

「『
芭
蕉
』
は
、
禅
竹
若
き
時
書
候
て
、
観
世
へ
被
遣
候
能
に
て
候
」
と
い

う
一
文
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

二

　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
下
』（
横
道
萬
里
雄
・
表
章　

校
注
）

を
見
ま
す
と
、
禅
竹
関
係
の
能
と
し
て
、『
芭
蕉
』『
定
家
』『
玉
鬘
』『
雨

月
』
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
作
品
に
付
さ
れ
た
作
者
に
つ
い
て

の
説
明
の
個
所
を
見
て
み
ま
す
と
、『
芭
蕉
』『
定
家
』『
玉
鬘
』
に
は
、

ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「「
能
本
作
者
注
文
」「
歌
謡
作
者
考
」
共
に
禅
竹
作
と
し
、「
自
家
伝
抄
」

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

は
た
し
て
禅
竹
作
か

日
暮　

聖
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も
禅
竹
作
と
す
る
。
禅
竹
の
作
品
考
定
に
関
し
て
は
決
定
的
な
資
料
が
な

い
が
、
こ
の
能
は
同
人
作
の
可
能
性
が
強
い
」
と
。
さ
ら
に
『
定
家
』
に

は
、「「
自
家
伝
抄
」
に
は
「
但
異
作
」
と
注
記
す
る
」
が
、「
な
お
「
異
作
」

の
意
味
は
不
明
で
あ
る
」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
雨
月
』
に
つ
い
て
は
、「「
能
本
作
者
注
文
」「
歌
謡
作
者
考
」
共
に
禅

竹
作
と
す
る
。「
自
家
伝
抄
」
に
は
こ
の
能
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
禅

竹
の
作
品
考
定
に
関
し
て
は
決
定
的
な
資
料
が
な
い
が
、
こ
の
能
は
禅
竹

作
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
、
や
や
控
え
め
に
「
可
能
性
が
あ
る
」
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
の
項
へ
の
正
確
を
期
し
た
説
明
文
で
は
あ
り
ま

す
が
、
作
品
考
定
に
関
し
て
決
定
的
な
資
料
が
な
い
の
に
、
な
ぜ
禅
竹
作

の
可
能
性
が
強
い
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
分
か
り
か
ね
ま
す
。

　

こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
能
本
作
者
註
文
』『
歌
謡
作
者
考
』『
自
家

伝
抄
』
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、「
禅
竹

作
の
可
能
性
が
強
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
で
は
こ
の

三
書
と
は
ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
か
、『
能
楽
大
事
典
』（
小
林
貢
・
西
哲

生
・
羽
田
昶
、
二
〇
一
二
年
、
筑
摩
書
房
刊
）
を
見
て
み
ま
す
と
、
以
下

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
能
本
作
者
註
文
』
は
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
四
月
の
奥
書
を
も
ち
、

禅
竹
の
作
品
と
し
て
一
八
曲
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、「
観
世
長
俊
（
一
四

八
八
？
～
一
五
四
一
？
）
の
直
談
に
基
づ
く
も
の
で
、
長
俊
や
そ
の
父
信

光
、
同
時
代
の
金
春
禅
鳳
ら
の
作
品
に
関
し
て
は
有
力
な
資
料
」
と
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
禅
竹
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
よ
り
、
お
よ
そ
八
十
年
程

の
ち
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。次
に
、『
歌
謡
作
者
考
』

は
項
目
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。『
自
家
伝
抄
』
は
、
奥
書
は
永
正
一
三
年

（
一
五
一
六
）
八
月
。「
観
世
信
光
・
長
俊
父
子
の
作
を
含
ま
ず
。
金
春
偏

重
の
欠
点
が
見
ら
れ
、
世
阿
弥
・
金
春
禅
鳳
の
記
述
に
関
し
て
も
疑
わ
し

い
点
が
多
い
が
、
金
春
系
統
の
作
者
付
と
し
て
は
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
、

同
時
代
に
な
っ
た
観
世
系
の
「
能
本
作
者
註
文
」
に
比
べ
る
と
客
観
性
を

欠
き
資
料
と
し
て
の
信
用
度
は
低
い
」
と
あ
り
ま
す
。

三

　

観
阿
弥
・
世
阿
弥
・
観
世
元
雅
の
確
か
な
曲
は
、
世
阿
弥
の
伝
書
の
中

に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
対
し
て
、
同
時
代
の
資
料
が
な
く
、
自
身

の
書
物
の
な
か
で
も
一
言
も
述
べ
ず
、孫
の
禅
鳳
の
文
章
中
に
も
『
芭
蕉
』

以
外
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
く

の
作
品
が
禅
竹
作
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
能
楽
研
究
の
早
い
時
期
に
、
能
勢
朝
次
氏

に
よ
っ
て
、「
禅
竹
の
作
に
関
す
る
『
自
家
伝
抄
』
の
記
載
は
、
相
当
に

信
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
」（「
謡
曲
と
作
者
」『
能
楽
全
書
』

第
三
巻
「
能
の
文
学
」
所
収
、
一
九
四
二
年
、
創
元
社
刊
）
と
指
摘
さ
れ

た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
信
用
し
て

差
し
支
え
な
い
と
言
え
る
の
か
。「『
自
家
伝
抄
』
に
お
い
て
は
、
禅
竹
作

曲
の
も
の
に
は
、
特
別
な
注
記
な
ど
の
信
ず
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
と
く

に
金
春
家
の
言
い
伝
え
な
ど
に
よ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
、『
自

家
伝
抄
』
を
中
心
と
し
て
考
え
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う（
２
）

」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
思
わ
れ
る
」
の
域
を
出
て
い
ま
せ
ん
。

後
世
の
資
料
で
、
信
憑
性
も
不
確
か
な
作
者
付
を
基
礎
に
足
場
を
築
く
の

は
、
危
険
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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四

　

次
に
別
の
側
面
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
元
雅
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
一

年
後
に
成
っ
た
世
阿
弥
の
『
却
来
華
』（
一
四
三
三
）
に
、
禅
竹
に
言
及

し
た
記
述
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

　

少
し
長
い
も
の
で
す
が
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
を
引
用
し
ま
す
。

　

当
道
の
芸げ
い

跡せ
き

の
条
々
、
亡
父
（
観
阿
弥
）
庭て
い
き
ん訓

を
承う

け
し
よ
り

以こ
の
か
た来

、
今い
ま

老
後
に
及お
よ

ん
で
、
息
男
元
雅
に
至い
た

る
ま
で
、
道
の
奥お
う

義ぎ

残の
こ
りな

く
相
伝
終お
わ

り
て
、
世ぜ

あ阿
は
一
身
の
一
大
事
（
死
の
到
来
）
の
み

を
待ま

ち
つ
る
処と
こ
ろに

、
思お
も

は
ざ
る
外ほ
か

、
元
雅
早さ
う
せ
い世

す
る
に
よ
て
、
当
流

の
道
絶た

え
て
、
一
座
す
で
に
破は

滅め
つ

し
ぬ
。
さ
る
ほ
ど
に
、
嫡ち
や
く
そ
ん孫は
い

ま
た
幼よ
ふ
せ
う少
也
。
や
る
方か
た

な
き
二に

跡せ
き

（
観
阿
弥
の
一
跡
と
世
阿
弥
の
一

跡
を
合
わ
せ
た
二
跡
）
の
芸
道
、
あ
ま
り
に
あ
ま
り
に
老
心
の
妄ま
う
し
ふ執

、

一
大
事
の
障さ
は

り
と
も
な
る
斗
ば
か
り

也
。
た
と
ひ
他
人
な
り
と
も
、其そ
の
ひ
と人（
奥

義
相
伝
に
値
す
る
器
量
の
あ
る
人
）
あ
ら
ば
、
此こ
の

一い
つ

跡せ
き

を
も
預あ
づ

け
置を

く
べ
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
芸げ
い
に
ん人

も
な
し
。

　

爰こ
こ

に
、
金こ
ん
ぱ
る
だ
ゆ
ふ

春
太
夫
（
禅
竹
）、
芸
風
の
性し
や
う
い位
も
正た
だ

し
く
、
道
を
も

守ま
も

る
べ
き
人
な
れ
共ど
も

、
い
ま
だ
向か
う
じ
や
う上の
太た
い

祖そ

（
至
極
の
大
物
）
と
は

見
え
ず
。
芸げ
い
り
き力

の
功こ
う

積つ

も
り
、
年
来ら
い

の
時
節
至い
た

り
な
ば
（
然
る
べ
き

年
齢
に
な
っ
た
な
ら
ば
）、定さ
だ

め
て
異
中
の
異
曲
の
人（
抜
群
の
達
人
）

と
や
な
る
べ
き
。
そ
れ
ま
で
は
又
、
世
阿
が
生せ
い
め
い命
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、

お
そ
ら
く
は
、
当
道
に
誰た
れ

有あ
つ

て
、
印
可
の
証
し
よ
う

見け
ん

（
悟
得
し
奥
義
に
達

し
た
事
を
認
可
し
た
証
明
）
を
も
あ
ら
は
す
べ
き
や
。
但た
だ
し、
元
雅
は
、

金こ
ん
ぱ
る春
な
ら
で
は
当
道
の
家か

名め
い

を
後こ
う
せ
い世
に
遺の
こ

す
べ
き
人じ
ん
た
い体
あ
ら
ず
と
思お
も

ひ
け
る
や
ら
ん
、一
大
事
の
秘
伝
の
一
巻
（
花
鏡
の
こ
と
ら
し
い
）
を
、

金
春
に
一い
つ
け
ん見

を
許ゆ
る

し
け
る
と
や
。

（
引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』
岩
波
書
店
刊
に

よ
る
。
そ
の
頭
注
を
カ
ッ
コ
内
に
付
す
）

　

文
章
の
読
解
に
入
る
前
に
、
こ
の
時
期
の
世
阿
弥
・
元
雅
の
置
か
れ
て

い
た
状
況
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
の
略
年
譜
（
今
泉
淑
夫
『
世
阿
弥
』
二
〇

〇
九
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
か
ら
記
し
て
お
き
ま
す
。

永
享
元
年
（
一
四
二
九
／
世
阿
弥
六
五
［
六
四
］
歳
）

　
　
　
　
　

三
月
、
義
教
、
将
軍
職
を
継
ぐ

五
月
、
義
教
、
後
小
松
院
の
元
雅
と
世
阿
弥
の
能
を
見
た
い

と
の
意
向
を
急
に
阻
む

永
享
二
年
四
月
、
醍
醐
寺
清
滝
宮
祭
礼
猿
楽
に
義
教
の
推
挙
で
元
重
が

演
能
す
。
学
頭
職
を
世
阿
弥
か
ら
元
重
に
交
替
す
る

か
。

十
一
月
、
観
世
七
郎
元
能
（
世
阿
弥
の
息
）、『
世
子
六
十
以

後
申
楽
談
義
』
に
世
阿
弥
の
芸
談
を
ま
と
め
て
、
こ

れ
を
形
見
に
出
家
遁
世
す

同
月
、
元
雅
、
尉
面
を
天
河
弁
才
天
に
奉
納
し
、
諸
願
成
就

を
祈
る

永
享
四
年
八
月
、
元
雅
、
伊
勢
安
濃
津
で
客
死
す

九
月
、
世
阿
弥
、
元
雅
の
死
を
悼
み
、『
夢
跡
一
紙
』
を
著

わ
す
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永
享
五
年
三
月
、
世
阿
弥
最
後
の
芸
論
『
却
来
華
』
成
る

永
享
六
年
五
月
、
世
阿
弥
、
義
教
の
た
め
に
佐
渡
に
配
流
せ
ら
る

　

足
利
義
教
が
将
軍
に
就
い
て
、
直
後
か
ら
わ
ず
か
数
年
の
間
に
矢
継
ぎ

早
に
世
阿
弥
一
家
に
弾
圧
が
加
え
ら
れ
ま
す
。
元
雅
暗
殺
説
も
あ
な
が
ち

あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
せ
る
、
義
教
の
性
癖
も
う
か
が
え
ま

す
（
今
泉
淑
夫
「
足
利
義
教
の
資
質
と
突
鼻
」
前
掲
書
所
収
）。

五

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
書
か
れ
た
『
却
来
華
』
の

文
章
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
従
来
こ
の
文
章
は
、
前
掲
『
能
楽
大
事
典
』
に

お
い
て
も
「
金
春
大
夫
（
禅
竹
）
を
後
継
者
と
し
て
期
待
す
る
旨
を
本
文

中
に
ほ
の
め
か
し
て
お
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
金
春
禅
竹
に
期

待
を
寄
せ
て
い
た
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
は

た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　

文
章
中
で
世
阿
弥
は
、「
元
雅
早
世
す
る
に
よ
て
、
当
道
の
道
絶
え
て
、

一
座
す
で
に
破
滅
し
ぬ
」「
た
と
ひ
他
人
な
り
と
も
、
其
人
あ
ら
ば
、
此

一
跡
を
も
預
け
置
く
べ
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
芸
人
も
な
し
」
と
、
明

言
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
元
雅
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
観
阿
弥

と
世
阿
弥
の
創
り
上
げ
て
き
た
猿
楽
を
継
承
し
得
る
芸
人
は
一
人
も
居
な

い
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
能
の
道
が
身
体
か
ら
身
体
へ
と
伝
え
て
い
く

も
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
元
雅
の
子
供
が
い
て
血
筋
は
絶
え

て
い
な
い
の
に
、
幼
少
だ
か
ら
と
世
阿
弥
は
問
題
に
も
し
ま
せ
ん
。
歌
に

お
け
る
〈
た
ま
ふ
り
〉
の
よ
う
に
、
身
体
を
通
し
て
自
分
の
も
の
0

0

を
分
け

て
与
え
る
、
そ
れ
が
こ
の
先
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
受
け
継
い
だ
一
筋
の

芸
道
と
い
う
言
い
方
で
は
な
く
、
観
阿
弥
と
世
阿
弥
の
「
二
跡
」
と
い
っ

て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
も
あ
る
で
し
ょ
う（
３
）。

　

自
分
が
受
け
た
観
阿
弥
の
も
の
と
世
阿
弥
自
身
の
も
の
と
を
、
お
の
ず

か
ら
身
体
に
現
わ
れ
て
、元
雅
に
伝
授
し
た
の
に
、そ
の
元
雅
が
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
い
ま
、
当
道
の
道
は
絶
え
た
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
世

阿
弥
の
絶
望
の
深
さ
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
続
い
て
、
金
春
禅
竹
に
ふ
れ
た
一
文
が
書
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

金
春
禅
竹
は
将
来
有
望
な
役
者
で
あ
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は
「
向
上

の
太
祖
」（
至
極
の
大
物
）
と
は
見
え
な
い
。
こ
れ
か
ら
研
鑽
を
積
ん
で

し
か
る
べ
き
年
齢
に
な
っ
た
な
ら
「
異
中
の
異
曲
の
人
」（
抜
群
の
達
人
）

に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
私
は
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
な
い
か
ら
、

い
っ
た
い
誰
が
当
道
の
師
家
と
し
て
、
奥
義
免
許
の
証
明
を
与
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
ん
な
人
は
誰
も
い
な
い
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

世
阿
弥
は
、
若
い
禅
竹
の
将
来
を
た
た
え
る
配
慮
を
し
な
が
ら
も
、
禅

竹
に
そ
れ
ほ
ど
期
待
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
先
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、「
当
道
の
道
は
絶
え
た
」
と
の
思
い
が
強
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

自
分
は
そ
う
だ
け
れ
ど
、「
但
し
元
雅
は
」
と
生
前
の
元
雅
を
思
い
返
し

て
つ
づ
き
ま
す
。「
金
春
な
ら
で
は
当
道
の
家
名
を
後
世
に
遺
す
べ
き
人

体
あ
ら
ず
」
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
一
大
事
の
秘
伝
の
一
巻
を
、
金

春
に
一
見
を
許
し
た
と
か
い
う
こ
と
だ
、
と
。

六

　

金
春
禅
竹
と
世
阿
弥
と
の
か
か
わ
り
は
、
禅
竹
が
世
阿
弥
の
娘
婿
で
あ
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はたして禅竹作か

り
、
佐
渡
配
流
の
後
も
、
世
阿
弥
や
そ
の
妻
の
寿
椿
を
援
助
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
身
内
的
な
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

む
し
ろ
そ
れ
は
二
の
次
の
こ
と
で
、「
当
道
の
家
名
を
残
す
」
と
い
う
重

大
事
に
臨
ん
で
、
金
春
禅
竹
を
思
う
の
は
、
金
春
・
観
世
は
、
秦
氏
を
本

姓
と
し
、
禅
竹
は
秦
河
勝
の
嫡
流
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
申
楽
談
儀
』
に
お
い
て
も
、「
大や
ま
と
さ
る
が
く

和
猿
楽
は
、
河か
う

勝か
つ

よ
り
直す
ぐ

に
伝つ
た

は
る
」

「
竹た
け

田だ

（
金
春
）
は
、〈
河
勝
よ
り
の
〉
根こ
ん
ぽ
ん本

の
面め
ん

な
ど
重
代
有あ
り

」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。『
風
姿
花
伝
』「
第
四
神
儀
云
」
に
も
、「
秦
氏
安
よ
り
、

光み
つ

太
郎
・
金こ
ん
ぱ
る春

ま
で
、
廿
九
代
の
遠ゑ
ん
そ
ん孫

な
り
。
こ
れ
、
大
和
国
円ゑ
ん
ま
ん満

井ゐ

の

座
也
。
同
［
じ
く
］、
氏
安
よ
り
相あ
ひ
つ
た
へ伝［

た
る
］
聖
徳
太
子
御
作
の
鬼
面
、

春か
す
が日

［
の
］
御ご
し
ん
ゑ
い

真
影
、
仏ぶ
つ
し
や
り

舎
利
、
是こ
れ
み
つ三

、
こ
の
家
に
伝つ
た
はる

所
也
」
と
あ
り
、

金
春
家
は
、
大
和
猿
楽
四
座
の
う
ち
で
最
も
歴
史
が
古
く
、
宗
家
系
図
は
、

秦
河
勝
を
家
祖
と
し
て
い
る
、
そ
の
点
に
重
き
を
置
い
て
『
却
来
華
』
の

文
章
を
読
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

世
阿
弥
が
出
家
し
、
後
を
継
い
だ
元
雅
が
、
足
利
義
教
の
迫
害
に
会
い
、

当
道
の
家
名
を
残
し
て
い
か
ね
ば
と
危
機
意
識
を
持
っ
た
と
き
、
円
満
井

座
の
棟
梁
で
あ
る
金
春
禅
竹
に
将
来
を
託
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と

の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

　

従
来
、
能
楽
研
究
に
お
い
て
、
秦
河
勝
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
遊
行
芸
能
民
が
出
自
に
天
皇
を
掲
げ
る
の
と

同
様
荒
唐
無
稽
の
説
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か（
４
）。

し
か
し
世

阿
弥
自
身
秦
姓
を
名
乗
り
、
猿
楽
は
秦
河
勝
か
ら
伝
わ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
以
上
、
さ
ら
に
「
能
」
も
芸
能
で
あ
る
以
上
、
渡
来
の
秦
氏
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
は
本
気
で
想
像
を
め
ぐ
ら
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

秦
河
勝
の
芸
能
神
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
服
部
幸
雄
氏
の
「
宿
神
論
」「
後

戸
の
神
」「
摩
多
羅
神
」（『
宿
神
論
─
日
本
芸
能
民
信
仰
の
研
究
─
』
二

〇
〇
九
年
、
岩
波
書
店
刊
）
な
ど
の
優
れ
た
論
考
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

後
中
断
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

七

　

次
に
世
阿
弥
の
相
伝
の
め
ん
か
ら
見
て
み
ま
す
と
、
世
阿
弥
は
、
二
三

歳
の
禅
竹
に
、『
拾
玉
得
花
』
を
相
伝
し
て
い
ま
す
。「
す
で
に
金
春
大
夫

で
あ
っ
た
禅
竹
を
婿
と
し
た
世
阿
弥
が
、
そ
の
引
き
出
物
と
し
て
与
え
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。」（
伊
藤
正
義
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』
一

九
七
〇
年
、
赤
尾
照
文
堂
刊
）
と
も
い
わ
れ
、
そ
れ
と
も
う
一
書
の
『
六

義
』
は
、
金
春
禅
竹
の
所
望
に
よ
り
相
伝
し
た
由
が
、
奥
書
に
記
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
い
ず
れ
も
、
能
の
本
を
書
く
た
め
に
直
接
の
助
け
と
な

る
書
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
竹
の
関
心
は
能
の
創
作
よ
り
も
能
楽
理
論

の
構
築
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

能
楽
研
究
者
の
賛
同
を
得
ら
れ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
が
、
極
端
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
金
春
禅
竹
は
、
能
の
作
品
を
一
作
も
残
し
て
い
な
い
こ
と

も
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
、
広
く
検
討
を
加
え
る
必

要
も
あ
り
そ
う
に
思
え
る
の
で
す（
５
）。

八

　

で
は
、
こ
れ
ま
で
禅
竹
作
と
さ
れ
て
い
る
作
品
は
い
っ
た
い
誰
が
書
い

た
の
か
。
小
林
静
雄
氏
の
『
世
阿
弥
』（
一
九
五
八
年
、
檜
書
店
刊
）
に

次
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
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世
阿
弥
が
流
遇
中
に
七
番
（
又
は
十
番
）
の
謡
曲
を
作
書
し
た
と

い
う
こ
と
が
『
四
座
役
者
目
録
』・『
秦
曲
正
名
閟
言
』・『
観
氏
家
譜
』

な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
記
の
七
章
の
小
謡
を
造
っ
た

こ
と
が
誤
り
伝
へ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
」

　
「
七
章
の
小
謡
」
と
は
、
配
流
の
の
ち
世
阿
弥
が
佐
渡
で
作
っ
た
『
金

島
書
』（「
佐
渡
配
流
の
道
中
や
配
所
で
の
見
聞
・
心
境
な
ど
を
小
謡
と
し

て
綴
っ
た
も
の
。
七
編
に
無
題
の
一
編
を
加
え
八
編
を
収
め
る
」［
前
掲

『
能
楽
大
事
典
』］）
の
こ
と
で
、
小
林
静
雄
氏
同
様
、
世
阿
弥
が
佐
渡
で

能
の
作
品
を
書
い
た
と
い
う
記
述
は
、『
金
島
書
』
の
誤
り
と
し
て
こ
れ

ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
小
謡
と
、
能
の
謡
と

を
誤
っ
て
伝
え
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
小
林
氏
の
『
世
阿
弥
』
に
は
続
い

て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
四
座
役
者
目
録
』
に
依
る
と
、
世
阿
弥
が
佐
渡
で
作
っ
た
七
番

の
謡
曲
を
一
休
和
尚
が
後
花
園
天
皇
の
叡
覧
に
供
え
た
所
、
天
皇
は

七
番
の
中
で
特
に
「
定
家
」
の
一
曲
に
深
く
叡
感
あ
ら
せ
ら
れ
、
世

阿
弥
の
不
遇
を
憐
れ
ま
せ
給
ひ
、
将
軍
義
教
に
勅
し
て
、
都
へ
召
し

帰
さ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
小
林
氏
は
、「「
定
家
」
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
う

も
信
用
で
き
な
い
が
、
一
休
禅
師
の
斡
旋
で
再
び
都
に
召
し
帰
さ
れ
た
と

い
ふ
の
は
或
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
定

家
』
と
い
う
曲
名
が
具
体
的
に
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
謡
を
作
っ

た
と
い
う
方
に
む
し
ろ
信
憑
性
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

　
『
校
本
四
座
役
者
目
録
』（
田
中
允　

編
、
一
九
五
五
年
、
わ
ん
や
書
店

刊
）
か
ら
小
林
氏
の
取
り
上
げ
て
い
る
個
所
を
引
い
て
み
ま
す
。

　

公
方
ノ
御
意
ニ
違
、
佐
渡
ノ
国
ヘ
配
流
セ
ラ
レ
、
被
居
ル
中
ニ
、

七
番
謡
ヲ
作
ル
。
上
方
ヘ
ウ
ツ
シ
来
リ
、
世
上
ニ
流
布
ス
。
忝
モ
、

帝
王
ノ
御
目
ニ
掛
リ
、
七
番
ノ
内
、
取
分
キ
、
定
家
か
つ
ら
ノ
謡
ノ

作
リ
様
、
御
感
被
成
、
佐
渡
ニ
有
ル
ハ
不
便
ナ
ル
ト
テ
、
公
方
へ
急

ギ
呼
返
サ
レ
ヨ
ト
、
勅
定
ニ
ヨ
リ
、
佐
渡
ヨ
リ
帰
リ
タ
ル
人
也
。

　

こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
佐
渡
に
居
る
あ
い
だ
に
七
番
の
謡
を
作
っ
た
が
、

「
上
方
ヘ
ウ
ツ
シ
来
リ
、
世
上
ニ
流
布
ス
」
と
、
そ
の
謡
を
佐
渡
か
ら
上

方
（
京
都
）
に
移
し
て
き
て
世
上
に
流
布
し
た
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

帝
の
お
目
に
と
ま
り
、
と
く
に
「
定
家
か
つ
ら
」
の
能
に
深
く
感
ぜ
ら
れ
、

佐
渡
に
在
る
の
は
不
憫
だ
か
ら
と
、
将
軍
に
言
っ
て
、
勅
定
に
よ
り
佐
渡

か
ら
呼
び
返
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
に
引
用
し
た
『
世
阿
弥
』
の
略
年
譜
に
お
い
て
、
嘉
吉
元
年
（
一
四

四
一
）
の
項
に
、「
六
月
二
四
日
、
義
教
、
赤
松
満
祐
の
第
邸
に
招
か
れ
、

観
能
中
に
暗
殺
せ
ら
る
。
幕
府
、
義
教
に
処
罰
、
追
放
さ
れ
た
公
家
た
ち

を
赦
免
す
る
も
、
世
阿
弥
の
処
遇
は
不
明
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

年
世
阿
弥
は
七
七
［
七
六
］
歳
。
義
教
生
前
中
に
勅
定
に
よ
り
帰
さ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
暗
殺
後
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
京
都
か
奈
良
に
戻
っ
て
き

た
可
能
性
は
高
そ
う
で
す
。

　

か
り
に
『
四
座
役
者
目
録
』
に
お
け
る
よ
う
な
記
述
が
何
も
無
か
っ
た

と
し
て
も
、「
能
の
本
を
書
く
事
、
こ
の
道
の
命
な
り
」（『
花
伝
』「
第
六
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はたして禅竹作か

花
修
」）
と
記
す
世
阿
弥
で
す
か
ら
、
佐
渡
で
、
能
の
本
を
書
い
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
少
し
の
不
思
議
も
な
く
、
配
所
の
月
を
見
な
が
ら
、
創
作

に
集
中
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
配
流
中
世
阿
弥
が

佐
渡
で
書
い
た
「
能
の
本
」
は
、と
う
ぜ
ん
禅
竹
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
で
し
ょ
う
し
、
京
都
で
上
演
す
る
際
、
流
罪
に
な
っ
た
者
の
名
を
作
者

と
し
て
公
に
記
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

九

　

こ
の
小
稿
は
、「
は
た
し
て
禅
竹
作
か
」
と
、
作
者
に
関
心
を
払
っ
て

い
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
能
の
作
者
の
確
定
を

意
図
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
作
品
論
の
名

の
も
と
に
、
作
者
が
誰
か
を
追
求
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
能
勢

朝
次
氏
も
す
こ
し
回
り
く
ど
く
「
正
確
に
作
者
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
実

際
に
お
い
て
は
容
易
な
事
柄
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
我
々
と
し
て
は
、

謡
曲
の
ご
と
き
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
曲
が
傑
作
で
あ
る
か
否
か
を
、

舞
台
的
に
知
り
分
け
る
鑑
識
眼
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
原
作
者
が
誰
で

あ
る
か
と
い
う
ご
と
き
こ
と
は
、
比
較
的
些
末
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
、
い
さ
さ
か
心
を
安
ん
じ
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
（
前
掲
「
謡
曲
と
作
者
」）。
誰
が
作
っ
た
か
は
些
末
な

こ
と
で
（
と
は
い
え
世
阿
弥
の
魅
力
は
圧
倒
的
で
す
が
）、
ど
の
よ
う
な

作
品
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
『
野
宮
』
も
禅
竹
作
だ
、『
姨
捨
』
も
禅
竹
作
だ
と
、
作
者
探
し
に
関
心

を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
能
が
ど
の
よ
う
な
舞
台
芸
術
で
あ
る
の
か
、
詩

歌
で
も
物
語
で
も
な
く
演
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
何
を
表
現
し
、

ど
の
よ
う
な
空
間
を
実
現
し
た
の
か
、
能
に
よ
っ
て
の
み
な
し
得
る
こ
と

と
は
何
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

　

能
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
劇
に
お
い
て
「
舞
」
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
あ
る
と
い
う
の
は
希
有
な
在
り
方
で
す
し
、
し
か
も
そ
の
舞
に
は
歌
詞

が
な
い
─
─
物
語
の
外
を
遊
泳
し
て
い
る
。
能
の
囃
子
は
大
鼓
や
太
鼓
が

主
導
し
ま
す
が
、
舞
に
限
っ
て
は
笛
が
主
導
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
時

間
さ
え
止
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
舞
（
序
ノ
舞
）
と
は
何
か
？

そ
れ
ら
を
基
底
と
し
て
、
一
方
、
対
極
に
は
「
語
り
」
を
置
き
、
世
阿
弥

の
能
と
は
ど
の
よ
う
な
劇
（
芸
能
）
な
の
か
を
問
い
続
け
て
い
き
た
い
と

思
う
の
で
す
。

注（
１
）　
『
禅
鳳
雑
談
』（「
金
春
禅
鳳
六
〇
歳
こ
ろ
の
芸
談
や
事
績
を
素
人
弟
子

だ
っ
た
ら
し
い
藤
右
衛
門
が
筆
録
し
た
も
の
」［『
能
楽
大
事
典
』
二
〇

一
二
年
、
筑
摩
書
房
刊
］）
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
義
『
金
春
禅
竹
の
研

究
』（
一
九
七
〇
年
、
赤
尾
照
文
堂
刊
）
の
な
か
で
、「『
五
音
』
の
記
事

か
ら
世
阿
弥
と
み
ら
れ
る
能
を
禅
竹
作
と
信
じ
て
い
た
ら
し
い
禅
鳳
の

明
か
な
誤
解
」
も
あ
り
、「
禅
竹
、
禅
鳳
の
関
係
に
お
い
て
さ
え
か
か
る

誤
解
は
起
こ
り
得
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
後
世
の
作
者
付
類
が
、
謡
曲

作
者
決
定
の
資
料
と
し
て
全
面
的
な
審
を
措
き
難
い
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
」
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

（
２
）　
「
特
別
な
注
記
」
と
い
う
の
は
、『
自
家
伝
抄
』
に
、
た
と
え
ば
「
芭
蕉

観
世
又
三
郎
所
望
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。『
芭
蕉
』
は
、『
禅
鳳
雑
談
』
に
は
、「
禅
竹
若
き
時
書
候
て
、
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観
世
へ
被
遣
候
能
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、『
自
家
伝
抄
』
に
は
、「
観
世

又
三
郎
所
望
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
、
先
の
『
禅
鳳
雑
談
』

の
記
事
と
結
び
付
け
て
、
能
勢
朝
次
氏
以
外
に
も
『
自
家
伝
抄
』
の
信

憑
性
を
読
み
取
る
向
き
も
あ
る
の
で
す
が
、こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
観

世
又
三
郎
」
と
は
、
観
世
政
盛
の
こ
と
で
、
観
阿
弥
─
世
阿
弥
─
（
元
雅
）

─
音
阿
弥
の
跡
を
継
い
で
、
四
世
観
世
宗
家
と
な
っ
た
人
物
で
す
。
一

四
二
九
年
生
ま
れ
の
政
盛
は
、
禅
竹
よ
り
二
十
歳
も
年
下
で
、
そ
の
政

盛
に
、「
禅
竹
若
き
時
書
候
て
、
観
世
へ
被
遣
候
能
」
と
い
う
の
も
解
せ

な
い
こ
と
で
す
。『
禅
鳳
雑
談
』
と
『
自
家
伝
抄
』
の
注
記
と
は
、
ひ
と

ま
ず
別
々
の
も
の
と
し
て
読
ん
で
お
い
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
３
）　

観
阿
弥
の
一
跡
は
『
風
姿
花
伝
』
に
、
世
阿
弥
の
一
跡
は
そ
の
他
の
伝

書
に
文
章
化
さ
れ
て
も
い
ま
す
が
、
身
体
を
通
し
て
伝
授
し
た
も
の
が

第
一
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
な
か
で
は
こ
れ
ら
は
混
然
一
体
の
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
４
）　

堀
田
善
衛
氏
は
『
定
家
明
月
記
私
抄　

続
篇
』（
一
九
八
八
年
、
新
潮
社

刊
）
の
な
か
で
、
定
家
の
荘
園
の
使
用
人
と
ク
グ
ツ
師
と
が
喧
嘩
に
な

り
ク
グ
ツ
師
が
上
京
し
て
検
非
違
使
庁
に
訴
え
た
、
と
い
う
記
事
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。「
従
来
、
遊
芸
民
は
賤
民
集
団
と
し
て
処
理
さ
れ
て

き
た
が
、
賤
民
ど
こ
ろ
か
提
訴
権
を
も
保
障
さ
れ
て
い
た
」。
つ
ま
り
、

傀
儡
─
─
「
諸
国
を
自
由
に
通
行
し
、
売
買
交
易
に
従
事
し
、
田
畑
を

も
持
つ
こ
と
の
自
由
を
、
ま
た
如
上
の
提
訴
権
を
い
っ
た
い
誰
が
、
何

者
が
保
証
し
て
い
た
か
」
と
疑
問
を
呈
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。「
後
白
河
法
皇
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
考
慮
す

れ
ば
、
傀
儡
子
が
諸
国
の
自
由
な
遍
歴
を
天
皇
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て

い
た
蓋
然
性
も
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、

網
野
善
彦
氏
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』（
一
九
八
四
年
、
岩
波
書

店
刊
）
の
説
を
援
用
し
て
、「
天
皇
が
漁
撈
の
民
、
商
工
業
者
、
諸
芸
人

─
─
す
な
わ
ち
遊
女
、
傀
儡
、
舞
女
、
白
拍
子
等
の
遊
芸
者
集
団
─
─

な
ど
の
「
非
農
業
民
」
の
保
証
者
で
あ
っ
た
可
能
性
は
事
実
と
し
て
非

常
に
高
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

当
然
、
こ
の
問
題
は
、
後
世
の
世
阿
弥
と
も
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ん
。
能
楽
を
特
別
な
領
域
と
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
能
・
芸
能

民
と
い
う
視
点
か
ら
も
踏
み
込
ん
で
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

（
５
）　

世
阿
弥
は
能
の
作
り
方
を
記
し
た
『
三
道
』
を
息
子
の
七
郎
元
能
に
相

伝
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ふ
れ
て
今
泉
淑
夫
氏
『
世
阿
弥
』（
二
〇
〇
九

年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
も
「
観
世
一
座
に
あ
っ
て
元
能
は
作
能
す
る
立

場
に
あ
っ
て
、
そ
の
教
育
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
元
能
作
者
の
可
能
性
も
無
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

付
記

　

最
後
に
補
足
と
し
て
、
私
自
身
は
こ
れ
ま
で
、
一
七
世
紀
の
西
鶴
・
芭
蕉
・

近
松
、
一
八
世
紀
の
上
田
秋
成
に
つ
い
て
、
文
章
を
書
い
て
き
た
の
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
は
、
散
文
・
韻
文
・
演
劇
の
領
域
に
お
い
て
、
時
代
を
画
す

る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
創
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の
見
事
な
言
語
的
達
成

は
、
の
ち
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
一
代
限
り
で
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
に
画
期
的
な
、
時
代
と
の
出
会
い
に
よ
る
一
度
限
り
の
現
象
だ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
経
験
に
よ
る
認
識
に
よ
っ
て
、世
阿
弥
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、

世
阿
弥
と
見
ま
が
う
能
を
書
く
人
物
が
も
う
一
人
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
想
像

す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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はたして禅竹作か

　
 

特
に
世
阿
弥
は
、
日
本
史
上
「
劇
」
と
い
う
も
の
を
創
出
し
た
最
初
の
人
物

で
あ
り
、
能
の
た
め
に
主
人
公
を
選
定
し
、
詞
章
を
書
き
、
作
曲
を
し
、
振
り

付
け
も
し
た
。
こ
う
し
て
新
し
い
世
界
を
作
り
上
げ
た
人
物
で
す
。
し
か
も
彼

は
能
に
お
け
る
演
劇
論
も
書
い
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
能
と
同
様
、
先
例
の
な
い

劇
論
を
自
分
の
言
葉
で
言
語
化
で
き
た
人
で
す
。
能
を
仮
面
劇
と
し
て
確
立
し
、

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
も
あ
り
経
営
者
で
も
あ
っ
た
…
…
。
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で

あ
り
尊
敬
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
室
町
時
代
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う

に
全
方
位
的
人
物
を
生
み
出
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

複
雑
で
混
沌
と
し
て
未
知
の
世
界
で
あ
る
能
に
、
分
け
入
る
幸
福
を
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

（
ひ
ぐ
ら
し　

ま
さ
・
元
本
学
教
授
）


