
こ
の
小
論
は
、
世
阿
弥
の
伝
書
に
ゑ
ら
れ
る
思
想
を
同
時
代
の
思
想
の
中
で

位
置
づ
け
る
た
め
の
一
試
論
と
し
て
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
と
二
条
良
基
の
連
歌

論
と
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
思
想
を
同
時
代
の

中
で
位
置
づ
け
る
方
法
と
し
て
こ
の
比
較
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
両
者
の
間
に

思
想
的
関
連
を
推
測
し
得
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
両
者
に
か

な
り
の
頻
度
で
直
接
交
渉
が
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
、
更
に
世
阿
弥
と
連
歌
の
結

び
つ
き
を
述
べ
て
、
良
基
の
世
阿
弥
に
対
す
る
影
響
を
考
え
得
る
可
能
性
が
あ

る
事
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
世
阿
弥
の
説
く
「
花
」
と
良
基
の
説
く
「
秀

逸
」
を
視
点
と
し
て
措
定
し
て
先
の
比
較
考
察
に
入
り
、
両
者
の
思
想
的
関
連

に
つ
い
て
主
に
二
人
の
思
想
の
同
質
性
と
い
う
面
か
ら
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

一
一

現
在
良
基
と
世
阿
弥
の
間
に
直
接
的
な
交
渉
が
あ
っ
た
事
を
裏
付
け
る
資
料

と
し
て
、
二
つ
の
文
献
が
著
名
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
伊
地
知
鉄
男
氏
に
よ
り

ー

秀
逸
と
花

１
二
条
良
基
と
世
阿
弥
の
関
連

紹
介
さ
れ
た
『
不
知
記
』
の
四
月
二
十
五
日
の
条
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

世
阿
弥
は
良
基
の
処
へ
十
三
才
の
時
に
参
じ
て
扇
と
共
に
「
藤
若
」
と
い
う
名

②

を
賜
っ
た
と
い
う
。
世
阿
弥
の
幼
名
が
藤
若
で
あ
っ
た
事
は
『
申
楽
談
儀
』
で

も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
が
良
基
の
命
名
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
記
事

が
信
頼
で
き
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
直
接
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
第
二
の
資
料
は
、
福
田
秀
一
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
『
自
二
条
殿
被
遣

⑧

尊
勝
院
御
消
息
詞
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
良
基
の
処
へ
世
阿
弥
を
同
道
し
た
尊
勝

院
に
対
し
、
再
度
の
同
道
を
依
頼
し
た
良
基
の
書
状
で
あ
る
。
良
基
は
一
眼
で

藤
若
の
器
量
に
魅
了
さ
れ
た
ら
し
く
、
和
歌
芸
能
の
他
に
鞠
や
連
歌
も
堪
能
で

あ
る
事
に
驚
き
な
が
ら
、
と
り
わ
け
そ
の
容
姿
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
た
様
を

記
し
て
い
る
。
義
満
の
藤
若
寵
愛
を
尤
と
す
る
記
述
か
ら
す
る
と
、
こ
の
書
状

の
成
立
は
応
安
七
年
世
阿
弥
十
二
才
の
時
、
今
熊
野
の
演
能
に
よ
り
観
世
父
子

が
義
満
の
庇
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
第
一
の
資
料
を
考
え
あ
わ
せ

る
と
、
世
阿
弥
十
三
才
の
折
良
基
か
ら
藤
若
と
命
名
さ
れ
て
か
ら
幾
許
も
な
い

時
期
で
は
な
い
か
と
推
測
し
得
る
。
書
状
冒
頭
の
「
藤
若
ひ
ま
候
は
Ｌ
」
と
い

う
記
述
か
ら
、
命
名
以
後
の
書
状
で
あ
る
事
は
確
実
で
あ
る
。
更
に
、
両
者
の

新

川

哲
雄
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交
渉
が
唯
の
一
度
で
終
ら
ず
、
少
く
と
も
幾
度
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
推
測
で

き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
直
接
交
渉
の
頻
度
を
問
題
に
し
た
の
は
、
両
者

の
影
響
関
係
の
度
合
に
言
及
す
る
時
の
重
要
な
視
点
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

書
状
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
良
基
が
世
阿
弥
の
才
色
に
示
し
た
関
心
の
深
さ
か

ら
想
像
す
れ
ば
、
両
者
の
直
接
交
渉
は
か
な
り
の
頻
度
で
考
え
ら
れ
よ
う
。
事

実
、
第
一
の
資
料
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
連
歌
会
で
良

基
と
世
阿
弥
が
な
し
た
連
句
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
。

於
寺
昨
日
崇
格
物
語
先
日
猿
楽
観
世
垂
髪
、
於
准
后
連
歌
当
座
構
美
句

事
、
経
有
申
出
之
処
、
此
句
た
上
非
殊
勝
分
、
真
実
法
文
心
、
神
妙
之
由
長

老
褒
美
以
外
也

い
さ
を
す
つ
る
は
す
て
ぬ
の
ち
の
世
准
后

罪
を
し
る
人
は
む
く
ひ
の
よ
も
あ
ら
し
児

４

前
句
も
当
座
感
、
甚
、
付
句
又
准
后
以
外
構
美
讃

同
資
料
に
、
こ
の
時
世
阿
弥
十
六
才
と
い
う
記
述
も
あ
っ
て
、
少
く
と
も
三
年

間
両
者
に
は
交
渉
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
連
歌
に
同
座
す
る
程
の
交
際
で
あ

っ
た
事
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
両
者
の
交
渉
は
か
な
り
親

密
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

こ
の
二
つ
の
資
料
は
両
者
の
直
接
交
渉
を
教
え
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
更

に
両
者
の
思
想
的
関
連
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
記
述
を
含
ん
で
い
る
。
そ

れ
は
世
阿
弥
と
連
歌
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
前
出
の
引
用
に
承
ら
れ
る
如
く
、
世

阿
弥
は
十
六
才
の
時
、
当
時
連
歌
会
を
主
宰
す
る
中
心
人
物
た
る
良
基
の
讃
美

を
受
け
る
程
、
連
歌
に
お
い
て
才
能
を
示
し
て
い
る
。
両
者
の
問
に
な
さ
れ
た

連
句
は
、
当
座
の
人
だ
け
で
は
な
く
世
上
で
評
判
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
記
録

に
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
良
基
が
連
歌
の
才
能
を
讃
美
し
た
事

は
、
彼
の
単
な
る
身
び
い
き
と
は
云
え
ま
い
。
世
阿
弥
は
そ
れ
程
の
連
歌
の
才

能
を
、
若
年
に
し
て
既
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
良
基
と
面
識
が
で

き
る
以
前
か
ら
世
阿
弥
が
連
歌
の
才
を
示
し
て
い
た
事
は
、
尊
勝
院
宛
の
良
基

書
状
か
ら
推
測
し
得
る
良
基
が
恐
ら
く
知
り
あ
っ
て
間
も
な
い
頃
の
世
阿
弥

を
「
連
歌
な
と
さ
え
堪
能
に
は
、
た
上
物
に
あ
ら
す
」
と
評
し
た
事
は
、
既
に

指
摘
し
た
所
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
何
時
か
ら
連
歌
を
始
め
た
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
十
三
才
頃
良
基
を
し
て
堪
能
と
い
わ
せ
る
程
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
想
像
す
る
に
、
世
阿
弥
が
連
歌
を
嗜
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
才
頃
の

醍
醐
寺
清
滝
宮
で
の
演
能
に
よ
り
、
父
観
阿
弥
が
京
洛
進
出
へ
の
足
掛
り
を
持

っ
て
以
後
の
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
故
な
ら
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
婆
沙
羅

大
名
と
し
て
著
名
な
佐
々
木
道
誉
と
同
朋
衆
と
思
わ
れ
る
南
阿
弥
等
と
の
交
渉

⑤

が
始
ま
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
道
誉
等
は
当
代
の
文

化
人
で
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
連
歌
の
教
養
を
持
つ
人
々
と
の
接
触
が
、
世
阿

弥
に
と
っ
て
連
歌
習
得
の
契
機
に
な
っ
た
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
直
接
的
契
機
を
待
た
ず
と
も
、
地
下
に
お
い
て
連
歌
の
流
行
す
る
時
代

で
あ
っ
た
事
も
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
世
阿
弥
は
若
年
か

ら
連
歌
を
嗜
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
良
基
と
の
交
渉
が
そ
の
才
能
を
伸
展
さ

せ
た
で
あ
ろ
う
事
も
ま
た
推
測
し
得
よ
う
。
書
状
の
中
で
「
か
入
り
お
も
し
ろ

く
、
幽
玄
な
る
を
上
品
に
は
し
て
」
と
い
う
連
歌
を
是
と
説
く
良
基
が
、
塩
能

と
評
し
た
世
阿
弥
の
連
歌
は
良
基
の
趣
意
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

更
に
そ
の
数
年
後
、
良
基
を
し
て
「
以
外
構
美
讃
」
せ
し
め
た
世
阿
弥
の
連
歌

の
才
に
は
、
良
基
の
薫
陶
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
立
証
す
る
資
料
は
な
い
が
良
基
と
の
交
渉
か
ら
世
阿
弥
が
吸
収
し
た
も
の

は
、
和
歌
、
連
歌
の
作
法
や
殿
上
で
の
礼
法
等
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
は
連
歌
等

一
一
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良
基
の
連
歌
論
と
世
阿
弥
の
能
楽
論
を
比
較
す
る
に
は
、
様
々
な
視
点
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
小
論
で
は
冒
頭
で
述
べ
た
如
く
、
そ
の
視
点
と
し
て
良
基

の
云
う
「
秀
逸
」
と
世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
を
措
定
し
た
。
勿
論
こ
れ
以
外
に

も
両
者
を
比
較
す
る
に
適
切
な
視
点
を
考
え
る
事
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
両
者

の
云
う
「
幽
玄
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

世
阿
弥
の
云
う
幽
玄
と
は
多
様
な
意
味
内
容
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
が
、
基
本

６

的
に
は
「
花
」
の
一
様
態
で
あ
り
、
幽
玄
な
る
も
の
の
体
を
物
真
似
す
る
事
に

よ
り
演
能
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
幽
玄
な
る
も
の
と
は
、
具
体
的
に
は
女

御
・
更
衣
・
遊
女
・
好
色
・
美
男
・
花
の
類
で
あ
り
、
そ
れ
ら
「
幽
玄
の
物
ま

７

ね
は
幽
玄
」
に
な
る
と
世
阿
弥
は
説
く
。
ま
た
十
二
才
頃
の
童
形
で
あ
れ
ば
、

８

そ
の
演
能
は
「
何
と
し
た
る
も
幽
玄
」
だ
と
云
う
。
こ
れ
は
『
風
姿
花
伝
』
以

後
の
伝
書
に
も
ゑ
え
る
考
え
方
で
、
例
え
ば
『
花
鏡
』
で
は
「
公
家
の
御
た
上

９

ず
ま
ひ
の
位
高
く
、
人
望
余
に
変
れ
る
御
有
様
、
是
幽
玄
な
る
位
」
と
説
い
て

い
る
。
そ
れ
故
、
世
阿
弥
の
云
う
幽
玄
と
は
、
幽
玄
な
る
具
象
の
物
真
似
に
表

出
す
る
何
も
の
か
と
考
え
る
。
そ
の
何
も
の
か
と
は
「
た
堂
美
し
く
柔
和
な
る

を
介
し
て
殿
上
人
の
意
識
や
感
覚
、
あ
る
い
は
広
く
世
阿
弥
の
云
う
「
貴
人
」

の
趣
味
や
文
化
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
良
基
の
世
阿
弥
に
対
す
る
影
響
関
係
を
推
測
す
る

事
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
連
歌
に
つ
い
て
は
こ
の
影
響
関
係
を
容
易
に
推
測

し
得
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
良
基
の
連
歌
論
と
世
阿
弥
の
能

楽
論
の
比
較
考
察
は
、
世
阿
弥
の
思
想
を
同
時
代
の
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
る

一
方
法
と
し
て
有
効
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

三

⑩

体
、
幽
玄
の
本
体
な
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
優
美
さ
で
あ
る
と
云
え

よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
良
基
の
云
う
幽
玄
も
連
歌
に
お
け
る
詞
の
か
上
り
に
表

出
す
る
優
美
さ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
良
基
に
よ
れ
ば
「
有
の
ま
入
に
謂
下
た

⑪

る
句
の
、
や
さ
し
く
聞
ゆ
る
」
の
が
幽
玄
で
あ
る
。
ま
た
「
あ
り
の
ま
上
の
風

⑫

情
の
優
し
き
」
が
幽
玄
で
あ
り
、
「
幽
玄
な
る
詞
は
さ
は
さ
は
す
べ
ノ
、
と
間
ゆ

⑬
⑭

る
」
も
の
だ
と
説
く
。
更
に
「
幽
玄
の
景
物
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
世
阿
弥

と
同
様
に
具
象
的
な
も
の
に
幽
玄
を
承
、
ま
た
幽
玄
な
も
の
と
他
の
も
の
と
を

区
別
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
良
基
の
云
う
幽
玄
を
よ
り
具
体
的
に

記
述
す
れ
ば
、
例
え
ば
秋
の
景
色
を
詠
ん
で
「
幽
か
に
面
影
そ
ひ
て
、
優
し
く

⑮

も
げ
に
も
と
覚
ゆ
る
感
情
の
浮
ぶ
」
時
、
そ
の
連
歌
の
詞
か
坐
り
に
表
出
す
る

優
美
さ
を
幽
玄
と
す
る
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
ゑ
て
く
る
と
両
者
の
云

う
幽
玄
の
意
味
内
容
に
、
明
確
な
類
似
を
認
め
る
事
が
で
き
よ
う
。
ま
た
両
者

の
相
違
は
、
良
基
の
云
う
幽
玄
が
詞
の
姿
か
坐
り
の
中
に
表
出
す
る
の
に
対

し
、
世
阿
弥
の
そ
れ
が
物
真
似
・
舞
の
姿
の
中
に
表
出
す
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
実
は
こ
の
相
違
は
連
歌
表
現
の
特
性
と
猿
楽
表
現
の
特
性
に
基
づ
く
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
少
し
後
に
ゆ
づ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
者
の
云
う
幽
玄
の
類
似
を
視
点
と
し
て
、
両
者
の
影

響
関
係
の
考
察
、
更
に
は
両
者
の
思
想
の
比
較
へ
と
展
開
し
得
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
視
点
以
上
に
「
秀
逸
」
と
「
花
」
の
比
較
考
察
が
、
よ
り

両
者
の
思
想
の
根
本
に
触
れ
得
る
と
考
え
る
。
良
基
に
と
り
、
連
歌
に
お
い
て

幽
玄
が
最
も
重
視
さ
る
べ
き
美
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
『
九
州

鯛

問
答
』
の
中
で
、
連
歌
に
お
け
る
「
秀
逸
」
の
体
の
第
一
と
し
て
「
幽
玄
二
面

⑰

影
ソ
ヒ
タ
ル
句
ノ
、
イ
タ
ク
心
ノ
コ
マ
カ
ニ
モ
ナ
キ
句
」
と
す
る
事
か
ら
も
、

そ
れ
を
知
り
得
る
。
ま
た
『
筑
波
問
答
』
に
も
「
数
寄
の
人
々
は
、
ま
づ
幽
玄

一

一

一

一

一



の
境
に
入
り
て
後
、
と
も
か
く
も
し
給
ふ
べ
き
な
り
」
と
あ
る
。
一
方
、
世
阿

弥
に
と
っ
て
、
猿
楽
で
も
幽
玄
が
最
も
重
視
さ
れ
た
美
で
あ
っ
た
。
『
花
鏡
』

に
お
い
て
「
幽
玄
の
風
体
の
事
、
諸
道
・
諸
事
に
於
い
て
、
幽
玄
な
る
を
以
て

⑱

上
果
と
せ
り
。
こ
と
さ
ら
当
芸
に
お
い
て
、
幽
玄
の
風
体
第
一
と
せ
り
」
と
説

い
て
い
る
。
し
か
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
は
、
両
者
に
と
り
最
も
重
視
さ
る

べ
き
美
が
共
に
幽
玄
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
連
歌
や
猿
楽
に
お
い
て
両
者
が
最

も
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
確
か
に
猿
楽
に
お
い
て
幽
玄
は
風

体
の
第
一
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
が
演
能
に
お
い
て
最
も
重
視
し
た
の
は
舞
台
で

い
か
に
「
花
」
を
咲
か
す
か
で
あ
っ
た
と
思
う
。
世
阿
弥
晩
年
の
伝
書
で
云
わ

⑲

れ
る
「
妙
」
に
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
「
妙
・
花
」
で
あ
る
。
幽
玄
と

は
、
そ
の
「
花
」
を
咲
か
す
第
一
の
風
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
良
基
に
つ
い

て
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
幽
玄
は
勿
論
重
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
先

述
の
如
く
そ
れ
は
「
秀
逸
」
の
体
の
第
一
で
あ
っ
て
、
良
基
が
連
歌
に
お
い
て

最
も
重
視
し
た
の
は
や
は
り
「
秀
逸
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
点
を

考
え
て
、
良
基
の
云
う
「
秀
逸
」
と
世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
の
比
較
考
察
を
視

点
と
し
て
措
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
良
基
の
云
う
「
秀
逸
」
と
は
如
何
な
る
意
味
内
容
を
持
つ
言
葉

で
あ
る
の
か
。

ま
ず
、
良
基
は
連
歌
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

諸
人
面
白
が
ら
ね
ば
、
い
か
な
る
正
道
も
曲
な
し
。
た
と
へ
ぱ
田
楽
・
猿
楽

の
ご
と
し
。
連
歌
も
一
座
の
興
た
る
あ
ひ
だ
、
只
當
座
の
面
白
き
を
上
手
と

は
申
す
べ
し
。
い
か
に
秘
事
が
ま
し
く
申
す
と
も
、
当
座
聞
き
わ
る
か
ら
む

鋤

は
い
た
づ
ら
事
な
り
。

何
よ
り
も
諸
人
面
白
が
ら
ね
ば
と
云
う
良
基
に
と
り
、
連
歌
の
場
に
お
い
て

当
座
の
面
白
さ
を
達
成
す
る
事
が
同
座
一
同
の
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
一

座
の
「
興
」
を
催
す
も
の
と
し
て
連
歌
を
規
定
し
た
の
だ
と
云
え
よ
う
。
ま
た

連
歌
が
参
会
者
の
興
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
当
座
に
興
を
憶
え
さ
せ

ね
ば
、
い
か
に
技
巧
を
尽
し
た
連
句
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
連
句
と
し
て
成
功

し
た
と
は
云
え
ぬ
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
先
當
時
ノ
興
ヲ
催
ス
ガ

伽

セ
ン
ニ
テ
侍
・
ヘ
キ
」
と
い
う
表
現
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
良
基
の
志
向
す
る
連

歌
に
お
い
て
は
同
座
一
同
に
興
を
憶
え
さ
せ
る
連
句
が
第
一
等
と
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
第
一
等
を
換
言
す
れ
ば
、
良
基
の
云
う
「
秀
逸
」

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
前
述
の
連
歌
の
規
定
と
秀
逸
と
は
密
接

な
関
連
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
関
連

で
あ
る
の
か
。
は
じ
め
に
、
連
歌
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
ゑ
る
。

良
基
の
時
代
に
な
さ
れ
て
い
た
連
歌
は
、
勿
論
平
安
期
に
承
ら
れ
る
短
連
歌

で
は
な
く
鎌
倉
期
以
来
隆
盛
し
て
き
た
鎖
連
歌
で
あ
り
、
そ
れ
も
単
に
連
歌
を

詠
み
あ
う
だ
け
で
な
く
、
一
種
の
競
技
の
よ
う
に
勝
負
の
連
歌
と
し
て
愛
好
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
。
『
筑
波
問
答
』
に
ゑ
え
る
黙
取
連
歌
や
懸
物
連
歌
の
よ
う

に
、
多
分
に
遊
興
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
が
、
彼
の
時
代
に
流
行
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
良
基
が
そ
う
し
た
遊
興
的
連
歌
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
鮎
を
と
る
事
だ
け
を
考
え
て
詠
ま
れ
た
連
歌
を
「
き
た
な
き
物
」
と
説

鰯

い
て
い
る
所
か
ら
も
知
り
得
る
。
ま
た
『
筑
波
問
答
』
自
体
も
、
良
基
が
地
下

の
連
歌
を
殿
上
人
の
趣
味
に
適
う
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
る
事
を
意
図
し
て
執
筆

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
歌
の
起
源
を
『
古
今
集
仮
名
序
』
を
引
用

し
て
ま
で
伝
統
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
い
わ
ば
連
歌
の
権
威
付
け

⑬
必

を
ね
ら
っ
た
と
思
え
る
記
述
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
連
歌
を
「
菩
提
の
因
縁
」
と

さ
え
説
い
て
い
る
。
以
上
の
立
場
か
ら
、
良
基
は
先
述
の
如
く
幽
玄
を
第
一
の

一
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美
と
し
て
和
歌
的
情
緒
を
持
つ
連
歌
を
志
向
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
得
る
。
但

し
、
先
述
の
良
基
の
規
定
の
如
く
、
彼
に
と
っ
て
連
歌
は
「
当
座
の
興
」
を
催

す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
和
歌
の
伝
統
と
関
連
付
け
て
連
歌
の
権
威
付

鯛

け
を
な
し
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
連
歌
は
「
も
て
あ
そ
ぶ
」
も
の
で
あ
っ

て
、
政
り
事
の
領
域
の
も
の
で
は
な
く
遊
び
の
領
域
の
も
の
と
意
識
し
て
い
た

事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
良
基
が
い
か
に
幽
玄
を
第
一
と
し
て
和
歌
的
情
緒

を
も
つ
連
歌
を
志
向
し
て
も
、
そ
れ
は
同
座
の
「
興
」
の
第
一
と
し
て
据
え
る

事
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。

ま
た
連
歌
の
表
現
に
つ
い
て
云
え
ば
、
本
来
連
歌
は
一
座
の
者
が
発
句
に
対

し
て
順
に
句
を
連
ね
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
連
歌
は
個
人
の
作

品
で
は
な
く
共
同
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
句
の
作
者
が
同
じ
場
で
鑑
賞
者
で
も

あ
る
と
い
う
構
造
に
お
い
て
成
立
す
る
の
が
連
歌
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
原
則
的

に
は
一
座
寄
合
と
い
う
多
数
の
人
の
合
作
に
よ
り
例
え
ば
百
韻
一
巻
と
し
て
作

ら
れ
た
連
歌
は
、
作
品
全
体
と
し
て
一
貫
し
た
情
緒
を
表
現
し
な
い
事
を
そ
の

特
性
と
し
て
い
る
。
一
座
寄
合
同
座
の
者
が
各
々
句
の
表
現
す
る
世
界
に
沈
潜

し
、
一
句
連
ね
ら
れ
る
事
で
句
境
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
吟
詠
の
瞬
間
毎
に

同
座
の
興
趣
が
際
限
も
な
く
変
転
し
て
い
く
面
白
さ
を
楽
し
む
の
が
連
歌
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

連
歌
は
前
念
後
念
を
つ
が
ず
、
叉
盛
衰
憂
喜
、
境
を
な
ら
べ
て
移
り
も
て
行

く
さ
ま
、
浮
世
の
有
様
に
こ
と
な
ら
ず
、
昨
日
と
思
へ
ぼ
今
日
に
過
ぎ
、
春

と
思
へ
ぱ
秋
に
な
り
、
花
と
思
へ
ぱ
紅
葉
に
移
ろ
ふ
さ
ま
な
ど
、
飛
花
落
葉

鯛

の
観
念
も
な
か
ら
ん
や
。

鋤

こ
う
良
基
は
云
う
。
小
西
甚
一
氏
は
、
そ
れ
を
連
歌
表
現
の
「
連
断
的
性
格
」

と
云
い
、
連
な
る
筈
の
所
が
断
た
れ
、
断
た
れ
て
い
な
が
ら
連
っ
て
い
る
と
云

う
特
殊
な
変
化
の
表
現
を
、
連
歌
の
生
命
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
連
歌
が
同

座
の
者
の
詠
む
句
の
連
な
り
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
構
造
に
由
来
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
発
句
は
時
節
、
刻
、
処
等
の
制
約
を
発
想
時
に
受
け
な

が
ら
詠
ま
れ
、
そ
の
脇
句
は
発
句
の
句
境
に
制
約
さ
れ
、
そ
れ
と
照
応
す
る
あ

る
い
は
そ
れ
を
展
開
し
た
一
つ
の
情
景
が
詠
ま
れ
、
更
に
そ
れ
が
次
の
付
句
に

受
け
つ
が
れ
る
。
こ
れ
が
連
歌
の
持
つ
連
続
で
あ
り
変
化
で
あ
り
、
面
白
さ
を

生
む
連
歌
表
現
の
形
式
な
の
で
あ
る
。
良
基
は
連
歌
表
現
の
持
つ
こ
の
特
性
に

着
目
し
、
そ
こ
に
情
緒
の
極
と
し
て
幽
玄
を
据
え
る
事
に
よ
っ
て
、
連
歌
の
質

的
向
上
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
連
歌
表
現
の
基
本
的
性

格
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
最
も
そ
れ
ら
し
い
あ
り
方
と
認
め
る
共
同
的
感
覚
に
基

侭

づ
い
て
成
立
す
る
と
、
小
西
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
春
風
は
必
ず
そ

よ
ノ
、
と
吹
く
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
連
歌
で
は
現
実
に
あ
る
時
と
場
で
吹

い
た
春
風
が
対
象
な
の
で
は
な
く
、
万
人
が
そ
れ
と
認
め
る
春
風
ら
し
さ
が
問

題
に
な
る
の
だ
と
云
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
座
の
者
が
享
受
す
る
の
は
生
の
現

実
や
人
間
感
情
で
は
な
く
、
あ
る
対
象
が
も
つ
「
ら
し
さ
」
に
よ
っ
て
構
築
さ

●
●
●

れ
る
一
つ
の
理
念
的
形
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ら
し
さ
と
は
、
実
は
各
人
が
持
つ

●
●
●

言
葉
の
意
味
領
域
の
共
通
部
分
だ
と
云
え
よ
う
。
連
歌
と
は
そ
う
し
た
ら
し
さ

を
基
盤
に
し
て
、
個
人
の
感
情
表
現
で
は
及
び
得
な
い
情
緒
を
一
座
の
者
が
共

同
で
表
現
し
、
そ
れ
を
同
時
に
享
受
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。

以
上
の
考
察
を
も
と
に
、
先
述
し
た
連
歌
の
規
定
に
立
戻
る
時
、
次
の
記
述

が
注
目
さ
れ
よ
う
。

常
の
句
の
真
実
な
る
を
、
我
が
力
を
い
れ
て
、
心
の
底
よ
り
珍
ら
し
く
面
白

働

く
付
け
な
さ
ん
ず
る
ぞ
、
堪
能
に
て
は
あ
る
べ
き
。

常
の
事
を
詠
承
な
が
ら
一
座
の
者
に
珍
ら
し
く
面
白
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
前

一
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句
に
付
け
た
時
、
同
座
に
興
が
お
こ
る
と
良
基
は
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
ま
た
連
歌
一
巻
が
合
作
で
あ
る
以
上
、
興
を
生
む
の
も
一
座
寄
合
の
者
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
参
会
者
に
は
堪
能
を
選
ぶ
の
が
連
歌
同
座
の
条
件
と
さ
れ
、

鋤

参
会
者
に
は
「
同
心
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
興
を
生
む
方
法
が
示

さ
れ
る
。
そ
れ
は
全
て
の
句
を
面
白
く
珍
ら
し
く
付
け
る
よ
う
に
工
夫
し
て
は

な
ら
ず
、
む
し
ろ
大
方
は
下
地
に
な
る
句
と
し
て
無
難
な
も
の
を
続
け
て
地
の

連
歌
を
構
成
し
、
そ
の
中
に
時
々
「
秀
逸
」
な
句
を
織
り
こ
め
と
良
基
は
云

例う
。
そ
の
秀
逸
な
句
を
彼
は
「
有
文
」
と
呼
び
、
情
景
を
作
る
地
の
連
歌
を

「
無
文
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
こ
の
無
文
を
下
地
の
連
歌
と
し
四
・
五
句
目
毎
“

に
人
が
「
ア
ハ
ャ
ト
オ
ポ
ュ
ル
」
有
文
を
混
ぜ
よ
と
良
基
は
説
く
の
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
一
座
に
興
が
生
ま
れ
、
そ
の
時
の
有
文
の
句
が
良
基
の
い
う
秀
逸
の

句
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
「
秀
逸
」
と
は
、
当
座
に
興
を
催
す

●
●

「
面
白
さ
珍
ら
し
さ
」
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
う
し
た
秀
逸
を
生
む
も
う
一

つ
の
連
歌
表
現
の
特
性
は
、
そ
れ
が
本
来
目
読
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
座

の
参
会
者
の
前
で
吟
詠
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
連
歌
の
世
界
は
言
葉
の
吟
詠
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
連
歌
は
か
坐
り
第
一
な
り
。
か
上
り
は
吟
３６

な
り
、
吟
は
か
坐
り
な
り
」
と
云
う
良
基
の
言
葉
を
梵
灯
庵
が
伝
え
て
い
る
。

つ
ま
り
良
基
の
連
歌
の
表
現
手
法
は
吟
詠
に
力
点
を
置
く
と
云
え
よ
う
。
そ
れ

は
言
葉
の
も
つ
意
味
伝
達
と
い
う
機
能
よ
り
も
、
言
葉
を
運
ぶ
拍
子
や
調
べ
や

音
声
に
よ
っ
て
、
感
性
に
訴
え
て
感
情
の
喚
起
や
情
緒
形
成
を
な
す
と
い
う
吟

詠
の
持
つ
作
用
に
注
目
し
た
か
ら
だ
と
云
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
連
歌
の
表

現
は
言
葉
を
素
材
と
し
な
が
ら
音
声
に
よ
る
情
緒
表
現
を
目
指
し
た
も
の
と
思

●
●

わ
れ
る
。
そ
れ
故
下
地
の
連
歌
の
吟
詠
が
繰
返
さ
れ
る
事
に
よ
り
情
緒
が
形
成

●
●

●
●

さ
れ
て
い
く
連
歌
の
場
で
、
ま
さ
に
秀
逸
な
句
が
吟
詠
さ
れ
た
時
同
座
の
者
が

興
を
憶
え
る
事
に
な
る
。
こ
れ
が
連
歌
の
面
白
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
良
基
は
先
述
の
如
く
連
歌
を
規
定
し
、
ま
た
い
か
に
権
威
付
け
を
し
て
も
や

例

は
り
「
こ
の
道
は
一
向
に
遊
戯
に
て
あ
れ
ば
」
と
説
く
の
だ
と
考
え
る
。
こ
こ

●
●
●
●
●
●
●

に
お
い
て
良
基
の
考
え
る
連
歌
の
規
定
と
面
白
さ
珍
ら
し
さ
と
い
う
意
味
内
容

を
持
つ
「
秀
逸
」
と
が
、
連
歌
表
現
の
特
性
を
媒
介
に
し
て
関
連
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

良
基
の
云
う
「
秀
逸
」
と
は
、
あ
る
状
況
の
下
に
お
け
る
面
白
さ
珍
ら
し
さ

と
い
う
「
感
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
感
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
様
々
な
状
況
下

●
●

で
秀
逸
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
良
基
は
秀
逸
な
る
体
を
六
体
に
区
分
し
て
い
る

鯛
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
彼
の
考
え
で
は
「
花
々
ト
モ
幽
玄
ニ
モ
叉
面
白
モ
ア
タ
ラ

的

シ
ク
モ
聞
エ
ン
ズ
ル
ガ
秀
逸
」
な
の
だ
と
云
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
秀
逸
に
つ
い

て
の
考
察
同
様
、
ま
ず
世
阿
弥
が
猿
楽
を
規
定
し
た
表
現
を
検
討
し
て
ゑ
よ

浄
同
〆
Ｏ

抑
、
芸
能
と
は
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
感
を
な
さ
む
事
、
寿
福
増

例

長
の
基
、
遇
齢
延
年
の
法
な
る
べ
し
。

例

芸
能
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
勿
論
世
阿
弥
は
猿
楽
を
芸
能
と
考
え
る
。

田

あ
る
い
は
「
且
天
下
安
全
の
た
め
、
且
諸
人
快
楽
の
た
め
」
に
な
さ
れ
る
も
の

と
し
て
猿
楽
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
る
世
阿
弥
も
、
良
基
と
同
様

㈱

に
自
ら
の
芸
能
に
対
し
伝
統
の
中
で
の
位
置
付
け
を
試
み
る
。
何
故
な
ら
、
猿

楽
が
諸
人
を
楽
し
ま
せ
寿
福
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
徒
ず
ら
に
観
客

を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
だ
け
の
猿
楽
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
猿
楽

い

者
が
遊
芸
人
化
す
る
傾
向
を
道
の
廃
れ
と
し
て
意
識
す
る
。
先
行
芸
能
と
考
え

得
る
田
楽
猿
楽
か
ら
能
へ
と
大
成
さ
れ
る
世
阿
弥
の
時
代
で
は
、
現
に
そ
う
し

一
一
一
ハ



た
演
者
が
多
く
、
ま
た
そ
れ
が
あ
る
程
度
人
気
を
博
し
て
い
た
。
こ
の
動
向
に

対
し
世
阿
弥
は
、
猿
楽
を
単
な
る
遊
芸
で
は
な
く
神
楽
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と

し
て
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
故
、
猿
楽
を
諸
人
快
楽
と
天
下
安
全
の

た
め
の
も
の
と
規
定
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
但
し
、
彼
が
猿
楽
を
「
天
下
の
御

㈹

祈
祷
」
と
考
え
た
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
や
は
り
彼
の
云
う
よ
う
に
「
こ
の

㈱

道
は
礼
楽
に
と
ら
ぱ
楽
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
猿
楽
は
連
歌
と
異
な
り
舞
台
芸
能
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
「
見
所

㈱

を
本
に
す
る
態
」
で
あ
る
と
世
阿
弥
は
云
う
。
演
者
と
共
に
観
客
が
居
る
場
に

お
い
て
猿
楽
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
連
歌
で
は
こ
の
観
客
と
い
う
立
場
だ
け

に
終
始
す
る
者
を
必
要
と
し
な
い
。
ま
た
そ
れ
故
、
猿
楽
の
表
現
は
常
に
演
者

か
ら
観
客
へ
の
一
方
向
に
な
さ
れ
る
。
連
歌
の
よ
う
に
同
座
で
こ
の
関
係
が
逆

転
す
る
事
は
な
い
。
勿
論
、
観
客
の
反
応
が
演
能
に
影
響
を
与
え
る
事
も
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
連
歌
表
現
に
承
ら
れ
る
主
客
関
係
の
相
互
転
換
と
は
異
質
で
あ

●
●
●

る
と
考
え
る
。
但
し
、
連
歌
表
現
が
ら
し
さ
と
云
う
同
一
の
理
念
的
形
象
を
も

●
●
●

た
ら
す
共
通
感
覚
に
よ
り
成
立
す
る
の
と
同
様
、
猿
楽
の
表
現
も
そ
の
ら
し
さ

に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
世
阿
弥
は
そ
れ
を
「
本
意
」
と
云
う
言
葉
で
表
わ
す
。

例
え
ば
物
狂
の
本
意
と
は
「
物
思
う
気
色
」
で
あ
り
、
鬼
の
本
意
は
「
強
く
恐

紛

ろ
し
」
で
あ
る
と
云
う
。
つ
ま
り
猿
楽
の
表
現
も
個
性
の
表
現
で
は
な
く
、
む

●
●
●

し
ろ
没
個
性
で
あ
る
ら
し
さ
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
連
歌
表
現
の
手

法
と
し
て
、
そ
れ
が
言
葉
を
素
材
と
す
る
吟
詠
で
あ
る
と
先
述
し
た
が
、
こ
れ

に
対
応
す
る
猿
楽
の
表
現
手
法
は
演
者
の
舞
歌
で
あ
る
と
考
え
る
。
舞
台
に
お

け
る
猿
楽
の
表
現
は
、
演
者
に
よ
る
物
真
似
や
舞
、
謡
わ
れ
る
詞
章
の
調
べ
と

朧
子
方
の
音
曲
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
幽
玄
は
連
歌
で
は
詞
の
か
入

り
の
中
に
、
猿
楽
で
は
舞
な
ど
の
姿
の
中
に
表
出
す
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ

は
各
々
の
表
現
手
法
が
言
葉
の
吟
詠
と
舞
歌
で
あ
る
と
い
う
違
い
に
基
づ
く
と

考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
連
歌
と
猿
楽
の
表
現
の
相
違
が
明
確
と
な

る
。
い
づ
れ
も
理
念
的
形
象
に
基
づ
く
表
現
を
そ
の
特
性
と
す
る
が
一
方
は
言

葉
の
も
つ
意
味
伝
達
の
機
能
を
生
か
し
吟
詠
に
よ
っ
て
理
念
的
形
象
を
伝
え
る

事
に
よ
り
、
他
方
は
詞
章
の
も
つ
機
能
に
よ
ら
ず
自
ら
の
舞
歌
の
姿
を
直
接
視

覚
に
訴
え
る
事
に
よ
り
、
何
事
か
を
あ
る
い
は
何
も
の
か
を
表
現
せ
ん
と
す
る

の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
特
性
を
持
つ
猿
楽
を
先
述
の
よ
う
に
規
定
し
た
世
阿
弥

は
、
連
歌
と
い
う
文
芸
に
携
わ
る
者
と
は
異
質
の
困
難
と
対
時
す
る
事
に
な

る
。
彼
の
云
う
よ
う
に
上
下
の
「
感
」
を
な
し
且
つ
寿
福
を
も
た
ら
す
猿
楽
の

●
●

成
就
を
目
指
そ
う
と
す
れ
ば
演
能
の
場
に
居
る
全
員
の
同
心
を
待
た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
点
で
は
連
歌
と
異
な
ら
な
い
。
同
座
の
者
が
心
を
一
に
し
て
同
じ
対

象
に
向
う
時
、
同
座
の
各
々
が
興
感
を
憶
え
る
事
が
で
き
る
。
何
等
の
関
わ
り

も
持
た
ぬ
対
象
に
感
を
催
す
筈
は
な
い
。
そ
れ
故
世
阿
弥
も
、
同
じ
演
能
の
場

㈱

に
居
る
全
演
者
に
「
曲
力
和
合
」
を
要
請
す
る
。
演
能
の
核
で
あ
る
シ
テ
に
対

㈱

し
脇
も
ツ
レ
も
地
や
噺
子
方
も
「
具
行
同
心
」
せ
ね
ば
、
一
曲
は
成
就
し
な
い

と
説
く
。
し
か
し
演
能
の
場
に
は
演
者
以
外
に
多
く
の
観
客
が
居
あ
わ
せ
る
。

実
は
こ
の
観
客
と
の
同
心
が
あ
っ
て
初
め
て
「
感
」
が
お
こ
る
と
い
う
同
座
の

構
造
故
に
、
連
歌
同
座
に
は
な
い
困
難
さ
が
猿
楽
に
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
演
能
の
場
で
演
者
は
常
に
わ
ざ
を
演
じ
観
客
は
常
に
そ
れ
を
受
容
す

る
。
つ
ま
り
演
者
と
観
客
が
果
す
役
割
が
全
く
異
質
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も

ま
づ
演
者
は
自
ら
を
観
客
に
注
視
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

●
●
●
●
●
●
●

は
、
演
能
に
人
を
魅
了
す
る
も
の
、
端
的
に
云
え
ば
面
白
さ
珍
ら
し
さ
を
持
た

せ
る
事
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
演
能
に
お
け
る
面
白
さ
珍
ら
し
さ
が
、

一

一
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㈱

世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
な
の
で
あ
る
。
「
見
ル
人
ノ
心
ニ
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ガ
花
」

㈱

と
云
い
「
人
ノ
心
一
一
思
イ
モ
寄
ラ
ヌ
感
ヲ
催
ス
手
立
」
と
世
阿
弥
は
云
う
。
ま

“

た
「
花
ト
面
白
キ
ト
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ト
、
コ
レ
、
、
、
ツ
ハ
同
ジ
心
」
と
説
く
。
換
言

す
れ
ば
、
演
者
が
舞
台
で
の
演
能
に
よ
り
観
客
に
与
え
る
演
劇
的
効
果
が
世
阿

弥
の
云
う
「
花
」
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
花
を
咲
か
す
事
が
で
き
れ
ば
、
上

下
の
感
を
な
す
演
能
の
成
就
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
花
」
が
当
座
に

‐６

お
け
る
感
を
催
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
花
が
能
の
命
」
で
あ
り
一
大
事
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
阿
弥
の
考
え
は
、
晩
年
で
も
変
る
事
な
く
「
妙
・
花

６３

。
面
白
」
と
し
て
説
か
れ
る
。
こ
上
で
云
う
「
妙
」
と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
動
天

６３

地
、
感
鬼
神
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
「
興
」
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
良
基
の
云
う
「
秀
逸
」
と
世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
を
考
察
し

た
結
果
、
そ
こ
に
類
似
を
認
め
る
事
が
で
き
る
。
両
者
共
に
ほ
壁
同
じ
意
味
内

容
で
各
々
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
連
歌
や
猿
楽
の
特
性
や

表
現
形
式
と
の
密
接
な
関
連
の
上
で
、
連
歌
を
良
基
の
考
え
る
連
歌
た
ら
し

め
、
ま
た
猿
楽
を
世
阿
弥
の
考
え
る
猿
楽
た
ら
し
め
る
時
に
、
主
要
な
役
割
を

担
う
言
葉
で
あ
る
事
を
示
す
意
味
内
容
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
二
つ
の

言
葉
は
、
両
者
の
連
歌
論
と
能
楽
論
の
中
で
重
要
な
概
念
と
云
え
よ
う
。
更
に

こ
う
し
た
両
者
の
思
想
の
類
似
は
、
各
々
の
わ
ざ
に
対
し
ほ
堂
同
内
容
を
持
つ

規
定
を
な
し
た
結
果
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
良
基
が
「
秀
逸
」
を
重
視
し
世
阿

弥
が
「
花
」
を
説
く
の
も
、
連
歌
と
猿
楽
が
共
に
或
る
時
と
場
と
い
う
限
定
の

下
に
成
立
し
享
受
さ
れ
る
文
芸
で
あ
り
芸
能
故
と
考
え
る
。
例
え
ば
そ
れ
ら
は

和
歌
の
よ
う
に
、
時
空
を
超
え
て
享
受
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
時
間
芸
術
と

し
て
一
回
限
り
の
時
空
で
成
立
し
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
二

●
●

人
に
と
り
当
座
の
興
や
感
が
最
も
重
視
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
だ
と
思

以
上
で
良
基
の
云
う
「
秀
逸
」
と
世
阿
弥
の
云
う
「
花
」
と
の
比
較
考
察
を

終
る
が
、
こ
の
結
果
少
く
と
も
一
面
に
お
い
て
両
者
の
思
想
に
関
連
が
あ
る
事

を
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。
勿
論
、
こ
の
小
論
は
両
者
の
思
想
的
関
連
に
つ
い

て
の
断
面
的
考
察
、
し
か
も
そ
の
同
質
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
に
と
ど
ま
る
。

既
述
し
た
如
く
こ
の
他
に
も
様
之
な
視
点
を
措
定
可
能
で
あ
り
、
更
に
そ
う
し

た
問
題
の
検
討
を
蓄
積
す
る
事
に
よ
り
両
者
の
思
想
的
関
連
を
明
確
化
し
得
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
両
者
の
思
想
の
異
質
性
に
言
及
す
る
た
め
に
は
、
良
基
に
先

行
す
る
歌
論
と
両
者
の
思
想
の
比
較
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
更
に
良
基
以
後
の
連
歌
論
の
展
開
と
世
阿
弥
か
ら
禅
竹
へ
の
能
楽
論
の
展

開
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
問
題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
手
続
き
に
よ

り
、
同
時
代
の
思
想
の
中
で
ま
た
思
想
史
の
中
で
世
阿
弥
の
思
想
を
位
置
づ
け

得
る
と
思
う
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
世
阿
弥
の
思
想
の
位
置
づ
け
を
断
定
的
に

述
べ
る
事
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
結
論
的
に
両
者
の
思
想
の
関

連
に
言
及
す
れ
ば
、
先
行
す
る
良
基
の
連
歌
論
の
延
長
線
上
に
世
阿
弥
の
能
楽

二
八

う
。
そ
の
結
果
、
良
基
は
地
下
の
連
歌
や
猿
楽
等
の
持
つ
即
時
性
に
生
ず
る
珍

ら
し
さ
面
白
さ
を
「
秀
逸
」
と
し
て
堂
上
連
歌
の
持
つ
幽
玄
至
上
の
伝
統
の
中

に
持
ち
込
み
、
一
方
世
阿
弥
は
芸
能
で
あ
る
が
故
に
咲
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
花
」

の
最
た
る
も
の
と
し
て
幽
玄
を
据
え
る
事
に
よ
り
、
猿
楽
を
貴
人
の
鑑
賞
に
耐

え
る
能
へ
と
大
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
と
云
え
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
各
々
の

わ
ざ
の
成
立
す
る
構
造
や
表
現
手
法
の
も
つ
特
性
の
相
違
に
も
拘
わ
ら
ず
、
両

者
が
思
惟
す
る
時
の
視
座
は
同
一
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ

の
点
に
お
い
て
、
両
者
の
思
想
的
関
連
、
そ
の
同
質
性
を
認
め
得
る
と
考
え
る
。
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論
を
位
置
づ
け
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
機
会
を
期
し
た
い
。

註
仙
伊
地
知
鐵
男
著
「
東
山
文
庫
本
『
不
知
記
』
を
紹
介
し
て
中
世
の
和
歌

連
歌
猿
楽
の
こ
と
に
及
ぶ
」
国
文
学
研
究
三
五
号
。

②
日
本
思
想
大
系
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
、
三
○
四
頁
。

⑥
福
田
秀
一
著
「
世
阿
弥
と
良
基
」
芸
能
史
研
究
第
十
号
。

④
前
出
国
文
学
研
究
三
五
号
、
三
九
頁
。

⑤
前
出
『
申
楽
談
儀
』
二
六
一
頁
。

㈲
前
出
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
『
風
姿
花
伝
』
第
三
問
答
条
々
、
三
六

頁
。

例
同
右
害
第
六
花
修
、
五
○
頁
。

⑥
同
右
書
第
一
年
来
稽
古
条
々
、
十
五
頁
。

㈲
前
出
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
『
花
鏡
』
幽
玄
之
入
堺
事
、
九
七
頁
。

⑩
同
右
書
、
九
七
頁
。

⑪
堀
部
正
二
著
「
中
世
日
本
文
学
の
書
誌
学
的
研
究
」
所
収
、
『
連
歌
十

様
』
、
一
六
二
頁
。

⑫
日
本
古
典
文
学
大
系
「
連
歌
論
集
・
俳
論
集
」
所
収
『
十
問
最
秘
抄
』

二
二
頁
。

⑬
同
右
書
、
二
一
頁
。

⑭
前
出
「
連
歌
論
集
・
俳
論
集
」
所
収
『
連
理
秘
抄
』
、
四
○
頁
。

⑮
同
右
書
、
四
七
頁
。

⑯
前
出
「
中
世
日
本
文
学
の
書
誌
学
的
研
究
」
所
収
。

⑰
同
右
書
『
九
州
問
答
』
、
一
五
八
頁
。

⑱
前
出
『
花
鏡
』
、
九
七
頁
。

⑲
前
出
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
『
拾
玉
得
花
』
、
一
八
八
頁
。

⑳
前
出
『
十
問
最
秘
抄
』
、
二
三
頁
。

⑳
前
出
『
九
州
問
答
』
、
一
五
八
頁
。

⑫
前
出
「
連
歌
論
集
」
所
収
『
筑
波
問
答
』
、
九
○
頁
。

⑬
同
右
書
、
七
六
頁
。

御
同
右
書
、
八
二
頁
。

燭
同
右
書
、
七
五
頁
。

㈱
同
右
害
、
八
二
頁
。

勘
小
西
甚
一
著
「
連
歌
的
世
界
の
形
成
」
国
語
と
国
文
学
昭
和
二
十
五
年

十
月
号
。

燭
同
右
書
の
指
摘
。

田
前
出
『
連
理
秘
抄
』
、
四
八
頁
。

⑳
同
右
書
、
四
四
頁
。

帥
前
出
『
筑
波
問
答
』
、
八
七
頁
。

⑫
前
出
『
九
州
問
答
』
、
一
五
一
頁
。

田
続
群
書
類
従
第
十
七
輯
下
所
収
『
梵
燈
庵
返
答
書
』
、
一
○
四
九
頁
。

“
前
出
『
連
理
秘
抄
』
、
五
○
頁
。

的
前
出
『
九
州
問
答
』
、
一
五
八
’
九
頁
。

⑬
同
右
害
、
一
五
八
頁
。

鋤
前
出
『
風
姿
花
伝
』
第
五
奥
義
、
四
五
頁
。

的
前
出
『
拾
玉
得
花
』
、
一
八
六
頁
。

⑲
前
出
『
風
姿
花
伝
』
、
十
四
頁
。

⑳
同
右
書
、
第
四
神
儀
編
、
三
八
’
四
一
頁
。

⑨
同
右
書
、
第
五
奥
義
、
四
二
頁
。

⑫
同
右
、
四
○
頁
。

㈱
前
出
『
申
楽
談
儀
』
、
三
○
六
頁
。

“
前
出
『
風
姿
花
伝
』
第
六
花
修
、
五
一
頁
。

⑮
同
右
書
、
第
二
物
学
条
々
、
二
三
、
二
六
頁
。

㈹
前
出
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
『
書
道
書
』
、
二
三
四
頁
。

㈲
同
右
書
、
二
三
五
頁
。

㈱
前
出
『
風
姿
花
伝
』
第
七
別
紙
口
伝
、
五
六
頁
。

⑲
同
右
、
六
一
頁
。

勵
同
右
、
五
五
頁
。

③
同
右
書
、
第
三
問
答
条
食
三
六
頁
。

⑫
前
出
『
拾
玉
得
花
』
、
一
八
八
頁
。

田
前
出
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
所
収
『
音
曲
声
出
口
伝
』
、
七
六
頁
。

一

一

九


