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論
　
　
文

宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
に
お
け
る
小
舞
の
問
題

稲
　
　
田
　
　
秀
　
　
雄

は
じ
め
に

鷺
伝
右
衛
門
派
の
江
戸
末
期
の
狂
言
台
本
に
常
磐
松
文
庫
本（
旧
称
野
中
本
）が
あ
る
。
も

と
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
『
小
舞
集
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
。
以
下
、能
研
本
と
す
る
）

に
「
六
人
僧
」
と
い
う
狂
言
小
舞（

１
）の
詞
章
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鷺
伝
右
衛
門
派
の

み
に
存
し
た
小
舞（

２
）と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
詞
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

荒
々
面
白
の　

地
主
立
の
詠
や
な　

桜
色
成
小
袖
召
て　

雪
の
降
に
夜
あ
る
き
ハ　

思

ふ
殿
と
連
て　

行
や
心
成
ら
ん　

さ
ぞ
な
何
事
も　

花
の
都
の
七
条
ハ　

道
場
の
内
ぞ

豊
な
る　

鐘
か
す
か
に
聞
へ
て　

音
羽
念
ぶ
つ
の　

珠
数
の
つ
ぶ
を　

繰
返
し
か
え
し

て
も　

面
白
や
難（
マ
マ
）有
や
な　

地
主
道
場
を
廻
る
内
ぞ
ゆ
た
か
成　

只
頼
め
南
無
阿
弥
陀

仏
の
御
誓
願　

我
世
の
中
を
走
り
廻
ら
て
お
の
つ
か
ら　

破
れ
し
物
を　

紙
衣
の　

御

法
も
薄
き
人
々
の　

実
も
か
れ
た
る
声
な
り
と　

勤
め
ゆ
き
よ
に
逢
も
せ
で　

酒
呑
事

ハ
有
明
の　

奄あ
ん

も
地
主
も
ゑ
い
じ
や　

堪
か
た
の
別
寺
や　

あ
ら
た
へ
が
た
の
べ
つ
寺

や

同
様
の
小
舞
は
、や
は
り
鷺
伝
右
衛
門
派
の
長
府
伝
承
の
小
舞
本
で
あ
る
浜
田
家
旧
蔵
『〔
逆

髪　

他
〕
（
３
）』（
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
）（
以
下
、
浜
田
本
と
す
る
）に
も
、
以
下
の
通
り

記
載
さ
れ
て
い
る（
型
付
は
省
略
）。

あ
ら
〳
〵
面
白
の　

地
主
達
の
あ
そ
ひ
や
な
。
桜
い
ろ
な
る
小
袖
召
て　

雪
の
ふ
る
に

夜
あ
る
き
ハ
。
さ
そ
ふ
友
と
つ
れ
て　

行
や
心
な
る
ら
ん　

さ
そ
何
事
も　

花
の
都
の

七
条　

堂
上
の
内
そ
ゆ
た
か
な
る　

鐘
か
す
か
な
る　

音
ハ
ね
ふ
つ
の　

珠
数
つ
ぶ
を　

く
り
返
し
か
へ
し
て
も　

お
も
し
ろ
や
有
か
た
や
な　

地
主
堂
上
を
め
く
る
事
そ
久
し

き　
し
て
「
た
ゝ
た
の
め
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
誓
願　

我
世
中
を
走
し
（
マ
マ
）ま

わ
ら
て
を
の

つ
か
ら　

や
ふ
れ
し
物
ハ
紙
絹
の　

ミ
の
り
も
う
す
き
人
々
の　

け
に
も
か
れ
た
る
こ

へ
な
り
と　

勤
め
を
ゆ
き
よ
に
あ
い
も
せ
て　

酒
の
む
事
も
有
な
か
ら　

庵
も
地
主
も

ゑ
ヒ
し
や　

あ
ら
た
え
が
た
の
べ
つ
事
や　

あ
ら
た
へ
が
た
の
べ
つ
じ
や

傍
線
を
施
し
た
部
分
に
は
能
研
本
『
小
舞
集
』
と
の
小
異
が
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
小
舞
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
小
舞
は
、「
六
人
僧
」
と
い
う
曲
名
か
ら
し
て
も
、
狂
言
「
六
人
僧
」（
和
泉
流

現
行
曲
。
大
蔵
流
に
は
な
い
）と
関
連
す
る
も
の
ら
し
い
。
小
舞
の
曲
名
が
狂
言
の
曲
名
と

一
致
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
狂
言
の
中
で
謡
わ
れ
舞
わ
れ
る
部
分
を
切
り
出
し
て
、
独
立

し
た
小
舞
と
す
る
場
合
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、現
行
和
泉
流
の
「
六
人
僧
」
に
は
、

こ
の
よ
う
な
小
舞（
謡
）は
本
文
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
小
舞
が
挿
入
さ
れ
る
べ
き

場
面
も
見
当
た
ら
な
い
。
池
田
廣
司
氏
『
狂
言
歌
謡
研
究
集
成
』（
風
間
書
房
、
平
４
）第
一

篇
第
三
章「
六
人
僧
」に
は
、先
の
能
研
本（
野
中
本
と
す
る
）の
詞
章
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（
た

だ
し
、
注
解
は
施
さ
れ
て
い
な
い
）が
、「
曲
中
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
謡
わ
れ
る
の
か
は
不

明
」
と
あ
る
。

狂
言
「
六
人
僧
」
の
最
古
の
台
本
は
、
群
小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ
る
元
禄
十
三
年
刊
の

続
狂
言
記
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
劇
中
に
小
舞
ら
し
き
も
の
は
一
切
見
え
な
い
。
そ
れ
で
は
鷺

流
で
は
ど
う
か
。
鷺
流
の
「
六
人
僧
」
の
台
本
と
し
て
今
ま
で
知
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鷺

仁
右
衛
門
系
統
の
佐
渡
伝
承
本（
安
藤
本（
４
））で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
右
の
よ
う
な
小
舞（
謡
）は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
「
六
人
僧
」
は
、
笹
野
堅
氏
旧
蔵
の
宝
暦
名

女
川
本
「
遠
雑
類
」
に
存
し
た
が
、長
ら
く
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、こ
の
「
遠

雑
類
」
を
含
む
宝
暦
名
女
川
本
の
離
れ
七
冊
分
が
こ
の
ほ
ど
見
出
さ
れ
、
法
政
大
学
能
楽
研

究
所
の
所
蔵
と
な
っ
た（
５
）。

あ
ら
た
に
出
現
し
た
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
の
末
尾
に
は
ま

さ
し
く
、
先
の
小
舞
の
詞
章
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
の
末
尾
に
添
加
さ
れ
た
小
舞
の
内
容
を
検

討
し
、そ
う
し
た
他
流
台
本
に
見
ら
れ
な
い
「
小
舞（
及
び
そ
れ
が
舞
わ
れ
る
場
面
）の
添
加
」

が
も
つ
意
味
を
、「
六
人
僧
」
の
構
想
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一
、
小
舞
の
注
解

宝
暦
名
女
川
本
「
遠
雑
類
」
所
収
「
六
人
僧
」
の
本
文
は
、
続
狂
言
記
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る（
６
）。

そ
の
粗
筋
を
続
狂
言
記
に
よ
っ
て
記
す
。
男
甲（
シ
テ
）は
、
男
乙
・
丙
を
誘
っ
て
仏
詣

の
旅
に
出
る
が
、
道
中
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
腹
を
立
て
ま
い
と
提
案
し
、
互
い

に
誓
う
。
途
中
辻
堂
で
一
休
み
し
、
甲
が
寝
入
っ
た
と
こ
ろ
、
乙
・
丙
二
人
が
い
た
ず
ら

（
強こ
わ
ざ
れ戯
）で
甲
の
髪
を
剃
り
、
坊
主
に
し
て
し
ま
う
。
目
を
覚
ま
し
た
甲
は
驚
く
が
、
誓
言
の

手
前
怒
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
甲
は
仕
返
し
を
し
よ
う
と
、
在
所
へ
戻
り
、
乙
・
丙
の
妻
に

対
し
、
夫
二
人
が
途
中
の
川
で
溺
れ
て
死
ん
だ
と
言
っ
て
だ
ま
し
、
後
世
を
弔
う
こ
と
を
勧

め
、
妻
た
ち
の
頭
を
剃
る
。
さ
ら
に
引
き
返
し
、
乙
・
丙
に
追
い
つ
い
た
甲
は
、
乙
・
丙
の

妻
が
自
分
た
ち
の
夫
が
川
で
死
ん
だ
と
い
う
話
を
信
じ
、
跡
を
追
っ
て
自
害
し
た
と
言
い
、

嘆
く
乙
・
丙
の
頭
を
剃
る
。
甲
・
乙
・
丙
が
連
れ
立
っ
て
在
所
へ
帰
る
と
、
甲
は
尼
に
な
っ

た
乙
・
丙
の
妻
を
呼
び
出
し
て
対
面
さ
せ
、
一
連
の
行
為
が
甲
の
仕
返
し
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
怒
っ
た
乙
・
丙
夫
婦
は
甲
の
妻
を
呼
び
出
し
て
頭
を
剃
り
、
結
局
男
女
三

人
が
出
家
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
同
、
こ
れ
を
菩
提
の
種
と
し
て
後
生
を
願
お
う
と
、

皆
で
念
仏
を
唱
え
て
終
わ
る（
現
行
和
泉
流
は
、
男
女
別
々
に
極
楽
往
生
を
願
お
う
と
、
名

残
り
を
惜
し
み
、
謡
留
め
に
す
る
）。

宝
暦
名
女
川
本
の
末
尾（
結
末
）近
く
を
次
に
引
用
す
る
。

ア
ト
「
い
ざ
参
ら
ふ　

去
り
な
が
ら
先
在
所
へ
も
ど
つ
て
か
ら
の
事
に
致
さ
ふ　
又
ア
ト

「
そ
ふ
も
仕
ら
ふ　
〔
ト
云
テ
常
ノ
通
道
行
云
テ
〕　
シ
テ
「
参
る
程
に
是
じ
や　

誰
々
の

女
房
お
で
や
れ　
〔
二
人
女
出
ル
〕　
シ
テ
「
某
を
此
様
に
し
た
が
よ
い
か　
〔
四
人
な
が

ら
腹
ヲ
立
テ
〕　
ア
ト
「
是
ハ
い
か
な
事　

何
と
し
て
よ
か
ら
ふ
そ　

あ
の
人
の
女
房
も

呼
出
し
て
す
ら
ふ　
シ
テ
「
夫
ハ
ゆ
る
し
て
呉
ひ　
皆
々
「
な
ん
の
ゆ
る
せ　
〔
ト
云
ま
ゝ

よ
ひ
出
し
て
す
り
て
わ
た
ぼ
う
し
か
ふ
せ
六
人
な
か
ら
ぶ
た
い
へ
出
テ
さ
か
も
り（
し
）

て
シ
テ
舞
〕　

宝
暦
名
女
川
本
の
詞
章
は
、
先
述
の
通
り
続
狂
言
記
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
右
の
傍
線
部

「
さ
か
も
り（
し
）て
シ
テ
舞
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
宝
暦
名
女
川
本
に
お
い
て
独
自
に
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
、
酒
盛
り
の
場
面
で
舞
わ
れ
る
謡
の
詞
章
が
記
さ

れ
る
。
こ
の
謡
は
右
の
注
記
に
あ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
舞
わ
れ
る
も
の
と
し
て
制
作
さ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
便
宜
的
に
こ
の
段
階
か
ら
「
小
舞
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

シ
テ
「
あ
ら
〳
〵
面
白
の
地
主
達
の
遊
や
な　
地
桜
色
成
小
袖
め
し
て　

雪
の
ふ
る
に

夜
あ
ハ（
マ
）　

さ
そ
ふ
殿
と
つ
れ
て　

行
や
心
成
覧　

さ
ぞ
な
何
事
も　

花
の
都
の
七
条　

道
成
（
マ
マ
）の
内
ぞ
ゆ
た
か
成　

鐘
か
す
か
に
て　

音
羽
念
仏
の
数
珠
つ
ぶ
を　

く
り
返
し
〳

〵
て
も　

面
白
や
有
難
や
な　

地
主
道
成
（
マ
マ
）を
廻
ル
事
ぞ
久
敷
き　
シ
テ
「
唯
頼
め　

南

無
阿
弥
陀
ぶ
の
御
誓
願　

我
世
の
中
ヲ
走
り
廻
ら
て
お
の
づ
か
ら　

や
ぶ
れ
し
物
を
紙

絹
をの　

御
法
も
う
す
き
人
々
をの　

実
も
か
れ
た
る
声
な
り
と　

勤
ゆ
ぎ
よ
に
あ
ひ
も
せ

で　

酒
呑
事
ハ
有ア
リ
ナ
ガ明
のラ　

庵
も
地
主
も
ゑ
イゝ
ジり
い
や　

妙
が
た
の
べ
つ
し
や　

あ
ら
た

へ
が
た
の
べ
つ
し
や　

さ
ら
に
、
続
狂
言
記
と
同
じ
結
末
部
分
が
小
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

シ
テ「
昔
か
ら
も
こ
わ
さ
れ
ハ
せ
ぬ
事
じ
や
と
云
か
此
事
じ
や　

去
な
が
ら　

是
ハ
た
ゞ

事
で
ハ
有
ま
い　

後
世
を
願
へ
と
有
お
つ
げ
て
有
ふ
ぞ　
ア
ト
「
誠
に
み
じ
か
い
命
を

持
て
い
た
づ
ら
に
く
ら
さ
う
事
で
ハ
な
ひ
程
に
是
を
ほ
だ
ひ
の
た
ね
と
し
て
後
せ
う
を

願
わ
ふ　
　
シ
テ
「
そ
れ
な
ら
バ
某
を
ん
ど
を
取
テ
申
さ
う　

な
も
ふ
だ　
三
人
「
な
も

ふ
だ　
女
「
な
も
ふ
だ　
皆
々
「
な
も
ふ
た
〳
〵
〳
〵
〳
　〵

と
つ
は
い
ひ
や
ろ
ひ

宝
暦
名
女
川
本
で
は
、
酒
盛
り
の
場
で
小
舞
が
舞
わ
れ
た
後
に
、
こ
う
し
た（
続
狂
言
記
と

同
じ
）留
め
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
小
字
で
の
記
載
は
追
記
の
意
味
で
、
あ
く

ま
で
先
の
小
舞（
謡
）を
も
っ
て
結
末
と
す
る
が
、
参
考
ま
で
に
続
狂
言
記
の
留
め
を
記
し
た

も
の
か
、
い
ず
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
台
本（
演
出
）と
し
て
は
、
や
や
未
整
理
な
状
態
と
い

え
よ
う
。

こ
の
結
末
近
く
の
酒
盛
り
の
場
で
舞
わ
れ
る
小
舞
の
詞
章
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
こ
の
詞
章
に
注
解
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
小
舞
は
、
能

「
田
村
」
第
４
段
［
歌
］［
ク
セ
］
の
も
じ
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
以
下
に
、
江

戸
初
期
の
光
悦
本（
７
）に

よ
っ
て
、
該
当
す
る
「
田
村
」
の
詞
章
を
示
す
。

［
歌
］
地
「
あ
ら
あ
ら
面
白
の　

地じ
し
ゅ主

の
花
の
け
し
き
や
な　

桜
の
木
の
間
に
洩
る
月

の　

雪
も
降
る
夜
嵐
の　

誘
ふ
花
と
連
れ
て　

散
る
や
心
な
る
ら
ん

［
ク
セ
］
地
「
さ
ぞ
な
名
に
し
負
ふ　

花
の
都
の
春
の
空　

げ
に
時
め
け
る
装
ひ　

青

陽
の
影
緑
に
て　

風
の
ど
か
な
る　

お
と
は
の
滝
の
白
糸
の　

繰
り
返
し
返
し
て
も　

面
白
や
あ
り
が
た
や
な　

地
主
権
現
の　

花
の
色
も
殊
な
り　
シ
テ
「
た
だ
頼
め　

標

茅
が
原
の
さ
し
も
草　
地
「
わ
れ
世
の
中
に　

あ
ら
ん
限
り
は
の
ご
誓
願　

濁
ら
じ
も

の
を
清
水
の　

緑
も
さ
す
や
青
柳
の　

げ
に
も
枯
れ
た
る
木
な
り
と
も　

花
さ
く
ら
ぎ

の
装
ひ　

い
づ
く
の
春
も
お
し
並
め
て　

の
ど
け
き
影
は
あ
り
あ
け
の　

天
も
花
に
酔
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へ
り
や　

面
白
の
春
べ
や　

あ
ら
面
白
の
春
べ
や

先
の
小
舞
の
詞
章
が
右
の
謡
の
も
じ
り
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
特

定
の
謡
を
も
じ
っ
た
小
舞
は
、
舞
狂
言
「
通
円
」（
能
「
頼
政
」
の
詞
章
を
も
じ
る
）の
一
部

を
用
い
る
も
の
を
除
く
と
、
比
較
的
少
な
い
。
鷺
伝
右
衛
門
派
の
小
舞
と
し
て
は
、
能
「
海

人
」
の
「
玉
の
段
」
を
も
ど
く
「
酒
の
謡
」（
浜
田
本
所
収
）が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

さ
て
、
能
研
本
や
浜
田
本
の
詞
章
は
当
て
字
と
お
ぼ
し
い
も
の
も
多
く
、
意
味
が
と
り
難

い
箇
所
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
舞
と
し
て
は
最
古
の
詞
章
を
伝
え
る
宝
暦
名
女
川
本
を
基
に

し
て
、
適
宜
漢
字
を
当
て
る
な
ど
し
て
表
記
に
手
を
加
え
、
一
応
の
釈
文
と
校
異
を
次
の
通

り
作
成
し
て
み
た
。

シ
テ
「
あ
ら
あ
ら
面
白
の
尼
衆
た
ち
の
遊１

び
や
な　
地
桜
色
な
る
小
袖
召
し
て　

雪
の

降
る
に
夜
歩
き
は　

誘２

ふ
殿
と
連
れ
て　

行
く
や
心
な
る
ら
ん　

さ
ぞ
な
何
事
も　

花

の
都
の
七３

条　

道
場
の
内
ぞ
豊
か
な
る　

鐘４

か
す
か
に
て　

音
は
念
仏
の
数５

珠
粒
を　

繰
り
返
し
返
し
て
も　

面
白
や
有
り
難
や
な　

時
衆
道
場
を
巡６

る
こ
と
ぞ
久
し
き　
シ

テ
「
唯
頼
め　

南
無
阿
弥
陀
仏ぶ

の
御
誓
願　
（
地
）わ
れ
世
の
中
を
走７

り
廻
ら
で
お
の
づ

か
ら　

破８

れ
し
も
の
を
紙
衣
をの　

御
法
も
薄
き
人９

々
を　

げ
に
も
枯
れ
た
る
声
な
り
と　

勤10

め
遊
行
に
会
ひ
も
せ
で　

酒11

飲
む
こ
と
は
有ア
リ
ナ
ガ明

のラ　

庵12

も
尼
衆（
時
衆
）も
酔
へイ
ジり

（
い
）や　

堪
へ
が
た
の
別
時
や　

あ
ら
堪
へ
が
た
の
別
時
や　

　

 【
校
異
】

１
「
遊
び
」
―
能
研
本
「
詠
」（「
な
が
め
」
と
読
む
か
）、
浜
田
本
「
あ
そ
ひ
」。

２
「
誘
ふ
殿
」
―
能
研
本
「
思
ふ
殿
」、
浜
田
本
「
さ
そ
ふ
友
」。

３
「
七
条
」
―
能
研
本
「
七
条
は
」、
浜
田
本
「
七
条
」。

４
「
鐘
か
す
か
に
て
」
―
能
研
本
「
鐘
か
す
か
に
聞
へ
て
」、
浜
田
本
「
鐘
か
す
か
な
る
」。

５
「
数
珠
粒
を
」
―
能
研
本
「
珠
数
の
つ
ぶ
を
」、
浜
田
本
「
珠
数
つ
ぶ
を
」。

６ 

「
巡
る
こ
と
ぞ
久
し
き
」　

能
研
本
「
廻
る
内
ぞ
ゆ
た
か
成
」、
浜
田
本
「
め
く
る
事
そ

久
し
き
」。

７
「
走
り
廻
ら
で
」
―
能
研
本
「
走
り
廻
ら
て
」、
浜
田
本
「
走
し
ま
わ
ら
て
」。

８ 

「
破
れ
し
も
の
を
紙
衣
をの

」
―
能
研
本
「
破
れ
し
物
を
紙
衣
の
」、浜
田
本
「
や
ふ
れ
し

物
ハ
紙
絹
の
」。

９
「
人
々
をの

」
―
能
研
本
「
人
々
の
」、
浜
田
本
「
人
々
の
」。

10 

「
勤
め
遊
行
に
逢
ひ
も
せ
で
」
―
能
研
本
「
勤
め
ゆ
き
よ
に
逢
も
せ
で
」、浜
田
本
「
勤

め
を
ゆ
き
よ
に
あ
い
も
せ
て
」。

11 

「
酒
飲
む
こ
と
は
有ア
リ
ナ
ガ明
のラ

」
―
能
研
本
「
酒
呑
事
ハ
有
明
の
」、
浜
田
本
「
酒
の
む
事

も
有
な
か
ら
」。

12 

「
庵
も
尼
衆（
寺
衆
）も
酔
へイ
ジり（
い
）や
」
―
能
研
本
「
奄あ
ん

も
地
主
も
ゑ
い
じ
や
」、
浜

田
本
「
庵
も
地
主
も
ゑ
ヒ
し
や
」。

能
研
本
と
の
み
一
致
す
る
７
・
８
は
小
異
と
い
え
る
。
宝
暦
名
女
川
本
の
小
舞
は
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
浜
田
本
と
多
く
一
致
す
る（
１
、３
、５
、６
）。
２
も
浜
田
本
に
近
い
。
４
も
音

数
か
ら
す
る
と
浜
田
本
に
近
い
。
11
は
本
文
が
能
研
本
、傍
記
が
浜
田
本
と
一
致
す
る
。
８
・

９
・
12
は
傍
記
が
能
研
本
・
浜
田
本
と
も
に
一
致
す
る
。
宝
暦
名
女
川
本
の
小
舞
詞
章
は
、

長
府
伝
承
の
浜
田
本
の
ほ
う
に
よ
り
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

鷺
流
の
地
方
伝
播
の
具
体
的
様
相
、
ひ
い
て
は
長
府
鷺
流
の
位
置
付
け
を
考
え
る
た
め
の
一

つ
の
手
掛
か
り
に
な
ろ
う
。

以
下
、
小
舞
の
詞
章
に
つ
い
て
、
さ
さ
や
か
な
注
解
を
試
み
る
。
小
舞
の
冒
頭
、「
あ
ら

あ
ら
面
白
の
尼
衆
た
ち
の
遊
び
や
な　
地
桜
色
な
る
小
袖
召
し
て　

雪
の
降
る
に
夜
歩
き
は　

誘
ふ
殿
と
連
れ
て　

行
く
や
心
な
る
ら
ん
」
と
あ
る
。
傍
線
部
は
諸
本
す
べ
て
「
地
主
」
と

表
記
す
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
じ
ぬ
し
」
で
は
な
く
「
じ
し
ゅ
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
能
「
田
村
」
の
「
地じ
し
ゅ主（
権
現
）」
を
踏
ま
え
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
し
か

し
、
小
舞
の
詞
章
と
し
て
は
、
こ
こ
は
「
地
主
」
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
場
面
で
は
、

剃
髪
し
た
男（
夫
）と
女（
そ
の
妻
た
ち
）が
三
人
ず
つ
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
時
衆
」（「
時

宗
の
僧
侶
」
の
他
に
、「
時
刻
を
定
め
て
始
終
念
仏
を
唱
え
る
僧
侶
」
の
意
も
あ
る
）、
さ
ら

に
い
え
ば
「
尼
衆
」
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
若に
ゃ
く
い
ち市」
と
い
う
狂
言
に
、「
尼
衆
」
と
解
さ
れ
る
言
葉
が
あ
る（
８
）。
あ
る
上
人（
宝
暦
名
女

川
本
は
「
四
条
道
場
」
の
上
人
と
す
る
。
和
泉
流
は
「
六
条
道
場（
９
）」、
大
蔵
流
は
「
四
条
あ

た
り
」
の
上
人
）に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
若
市
と
い
う
尼
が
、
仲
間
の
尼
た
ち
を
引
き

連
れ
武
装
し
て
上
人
の
坊
へ
押
し
寄
せ
、
つ
い
に
は
上
人
の
帽も
う
す子（

頭
巾
）を
か
き
落
と
し
、

喜
び
勇
ん
で
帰
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

の
こ
り
の
ぢ
し
う
は
よ
ろ
こ
び
て
、じ
つ
く
〳
〵
と
お
ど
り
つ
れ
て
、〳
〵
、わ
が
領
々

に
ぞ
か
へ
り
け
る 

（
虎
明
本
）

池
田
廣
司
氏
・
北
原
保
雄
氏
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇
』
中（
表
現
社
、
昭

48
）「
若
市
」
の
頭
注
に
は
、
右
の
「
ぢ
し
う
」
に
つ
い
て
、「「
尼
衆
」。
尼
た
ち
。「
ぢ
」

は
尼
の
漢
音
。
呉
音
は
「
に
」」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
大
蔵
流
の
主
要
な
諸
本
で
は
、「
残

り
の
尼
衆
」（
虎
寛
本
）、「
残
り
の
寺
衆
」（
伊
藤
源
之
丞
本
）、「
残
り
の
ぢ
衆
」（
虎
光
本
）



― 14 ―

宝暦名女川本「六人僧」における小舞の問題

な
ど
と
表
記
さ
れ
る
。
和
泉
流
で
は
、
最
古
の
天
理
本（
抜
書
）に
、「
の
こ
り
の
寺
衆
」
と

あ
る
他
、「
残
り
の
寺
衆
」（
和
泉
家
古
本
抜
書
）、「
残ノ
コ
リの

寺ジ

衆シ
ユ

」（
雲
形
本
別
編
）と
あ
る
。

な
お
「
若
市
」
は
鷺
流
に
も
江
戸
前
期
か
ら
存
し）
10
（

、
右
の
個
所
は
「
残
り
の
寺
衆
」（
寛
政

有
江
本
）、「
残
り
の
ぢ
し
う
」（
賢
茂
五
番
綴
本
）、「
残
り
の
ぢ
中
」（
宝
暦
名
女
川
本
）、「
残

り
の
地
中
」（
常
磐
松
文
庫
本
）な
ど
と
表
記
す
る
。

小
舞
で
は
、
右
に
続
け
て
「
桜
色
な
る
小
袖
召
し
て　

雪
の
降
る
に
夜
歩
き
は　

誘
ふ
殿

と
連
れ
て　

行
く
や
心
な
る
ら
ん
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
く
だ
り
は
剃
髪（
舞
台
で

は
花
帽
子
を
着
る
）し
た
も
の
の
、
衣
服
は
未
だ
常
の
ま
ま
で
あ
る
妻
た
ち
の
、
や
や
ち
ぐ

は
ぐ
な
姿
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
先
の
虎
明
本
の
注
に
あ
る
よ

う
に
、
こ
こ
は
や
は
り
「
尼
衆=
尼
た
ち
」
の
意
味
と
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
小
舞
に
は
他
に
も
「
時
衆
道
場
を
巡
る
こ
と
ぞ
久
し
き
」、「
庵
も
尼
衆
も
酔
へイ
ジり

（
い
）や
」
の
よ
う
に
、「
ぢ
し
ゅ
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
右
の
よ
う

な
字
を
当
て
た
。
後
者
は
、「
庵
」
を
尼
の
意
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
併
称
さ
れ
る
「
ぢ
し
ゅ
」

を
「
時
衆（
あ
る
い
は
寺
衆
か
）」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
前
者
の
「
時
衆
道

場
」
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
花
の
都
の
七
条
道
場
の
内
ぞ
豊
か
な
る
」
と
い
う
詞
章
と
併
せ

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
京
都
の
時
宗
寺
院
は
、「
若
市
」
の
上
人
の
住
坊
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
お
お
む
ね
「
〇
〇
道
場
」
と
い
う
通
称
を
も
つ
。
右
の
「
七
条
道
場
」
も
、
か

つ
て
下
京
の
七
条
東
洞
院
に
あ
っ
た
七
条
道
場
・
金
光
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う（
近
代
に
東
山

区
の
長
楽
寺
に
合
併
。
下
京
区
に
現
存
す
る
市
屋
道
場
・
金
光
寺
と
は
別
の
寺
院
）。
そ
の

よ
う
に
、「
道
場
」
を
時
宗
寺
院
の
意
で
あ
る
と
み
て
、「
時
衆
道
場
」
と
当
て
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
小
舞
に
見
え
る
「
ぢ
し
ゅ
」
の
語
は
多
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
脈
に
お
い
て
二
重
の
意
味
を
も
つ
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
当
て
た
字
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て

お
く
。

こ
の
他
、「
勤
め
遊
行
に
会
ひ
も
せ
で
」
は
、
宝
暦
名
女
川
本
「
ゆ
ぎ
よ
」
を
「
遊
行
」

と
考
え
て
み
た
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
「
道
場
」
の
連
想
か
ら
、
一
遍
に
始
ま
り

時
宗
歴
代
宗
主
の
呼
称
に
も
用
い
ら
れ
る
「
遊
行（
上
人
）」
を
想
定
し
て
当
て
て
み
た
。

小
舞
の
末
尾
「
堪
へ
が
た
の
別
時
や　

あ
ら
堪
へ
が
た
の
別
時
や
」
で
あ
る
が
、
宝
暦
名

女
川
本
「
べ
つ
し
」、
能
研
本
「
別
寺
」、
浜
田
本
「
べ
つ
事
」
と
表
記
は
様
々
で
あ
る
。
こ

こ
は
「
別
時
」
と
解
し
て
み
た
。
別
時
と
は
、
念
仏
行
者
が
特
別
の
時
に
念
仏
す
る
「
別
時

念
仏
」
の
謂
い
で
あ
る
と
と
も
に
、「
別
れ
る
時
」
の
意
味
も
あ
り
、
そ
の
意
味
も
含
ま
せ

る
の
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
こ
の
小
舞
は
、
に
わ
か
僧
と
に
わ
か
尼
が
酒
盛
り
す
る
場
面
で
舞
わ
れ
る
こ
と
か

ら
し
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
ま
ず
「
尼
衆
・
時
衆
た
ち
の
遊
び
」
の
光
景
な
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
「（
あ
ら
あ
ら
）面
白
の
」
光
景
で
あ
る
。
途
中
に
「
七
条
道
場
」
が

出
て
来
て
、
そ
の
よ
う
な
道
場
を
巡
る
僧
尼
と
し
て
の
生
活（
修
行
）の
さ
ま
が
描
か
れ
た
り

す
る
が
、
最
後
は
「
酒
飲
む
こ
と
」「
庵
も
尼
衆（
寺
衆
）も
酔
へ
り（
い
）や
」
と
い
う
酒
盛

り
の
「
今
」
に
戻
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
締
め
く
く
り
は
「
堪
へ
が
た
の
別
事
」

と
な
る
。

こ
の
小
舞
の
詞
章
は
、
狂
言
の
そ
れ
ま
で
の
展
開
を
必
ず
し
も
踏
ま
え
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
「
に
わ
か
僧
・
尼
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
姿
で
の
酒
盛
り
」
と
い
う
当
該
場
面
の
光
景
、

そ
し
て
そ
れ
を
「
田
村
」
の
謡
の
も
じ
り
と
し
て
綴
る
こ
と
が
主
眼
な
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者

は
こ
の
小
舞
の
詞
章
に
始
め
て
接
し
た
時
、
遊
興
性
と
求
道
性
が
混
在（「
面
白
や
有
り
難
や

な
」）す
る
表
現
に
戸
惑
い
つ
つ
、
狂
言
「
六
人
僧
」
の
内
容
と
あ
ま
り
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を

受
け
た
。
そ
の
た
め
本
当
に
こ
れ
が
「
六
人
僧
」
の
中
で
舞
わ
れ
る（
謡
わ
れ
る
）も
の
か
ど

う
か
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
が
、
今
や
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
に
こ
の
小
舞（
謡
）が
記
載

さ
れ
て
い
る
事
実
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
。
次
は
「
六
人
僧
」
と
い
う
曲
の
構
想
を
あ
ら
た

め
て
検
討
し
、
こ
の
よ
う
な
小
舞
を
添
加
し
た
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、「
六
人
僧
」
の
構
想
と
近
世
的
展
開

狂
言
「
六
人
僧
」
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、池
田
廣
司
氏
「
狂
言
と
近
世
文
芸
―
『
六
人
僧
』

を
中
心
と
し
て
―
」（
川
口
久
雄
編
『
古
典
の
変
容
と
新
生
』
明
治
書
院
、
昭
59
所
収
）が
あ

る
。
こ
の
論
考
で
、
池
田
氏
は
、
寛
永
十
六
年
九
月
十
三
日
に
近
衛
信
尋
が
南
都
で
こ
の
曲

を
見
た
記
録（『
南
都
道
記
』、『
本
源
自
性
院
記
』
所
収）
11
（

）を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

本
曲
の
最
古
の
上
演
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
池
田
氏
は
、
こ
の
時
に
奈
良
の
禰
宜
衆
が
上
演

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
六
人
僧
」
は
「
南
都
禰
宜
衆
を
中
心
と
す
る
町
衆
」
の
狂
言
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
群
小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ
る
続
狂
言
記
が
初
出
で
あ

り
、
和
泉
流
で
も
江
戸
初
期
の
古
台
本
に
な
く
、
江
戸
後
期
の
明
和
中
根
本）
12
（

か
ら
見
え
る
こ

と
も
そ
れ
を
裏
付
け
よ
う
。
な
お
近
年
、
こ
の
狂
言
を
描
い
た
古
図（
国
文
学
研
究
資
料
館

蔵
『
狂
言
絵）
11
（

』）が
見
出
さ
れ
た
。
ま
た
「
六
人
僧
」
は
、
落
語
「
大
山
詣
り
」
の
原
典
と
さ

れ
、
落
語
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る）
11
（

こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。



― 15 ―

山口県立大学学術情報　第16号 〔国際文化学部紀要　通巻第29号〕 2023年 3 月

ま
ず
本
曲
の
筋
立
て
は
、
先
述
の
粗
筋
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
狂
言
と
し
て
は
か
な
り

複
雑
で
あ
り
、
場
面
転
換
も
多
い
。
し
か
し
、
先
に
示
し
た
本
曲
の
粗
筋
を
さ
ら
に
整
理
し

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
構
造
が
見
出
さ
れ
る
。

１
強
戯　

男
乙
・
丙
は
、
寝
て
い
る
男
甲
の
頭
を
剃
る
。

２
強
戯
の
仕
返
し（
①
）　

男
甲
は
、
男
乙
・
丙
の
妻
を
だ
ま
し
て
頭
を
剃
る
。

３
強
戯
の
仕
返
し（
②
）　

男
甲
は
、
男
乙
・
丙
を
だ
ま
し
て）
11
（

頭
を
剃
る
。

４ 

仕
返
し（
①
・
②
）の
仕
返
し　

男
乙
・
丙
は
男
甲
の
妻
の
頭
を
剃
る（
和
泉
流
で
は
、

男
甲
の
妻
は
自
ら
頭
を
剃
っ
て
登
場
す
る
）

５ 

結
末　

一
同
は
思
わ
ざ
る
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
、
後
生
を
願
う
こ
と
に
す
る
。

つ
ま
り
、
一
見
複
雑
に
見
え
る
本
曲
の
筋
も
、「
頭
を
剃
る=

剃
髪
」
と
い
う
所
作（
演
技
）

の
繰
り
返
し（
反
復
）が
基
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
最
初
、
た
ち
の
悪
い
い
た
ず

ら（
強
戯
）と
し
て
行
わ
れ
、
以
下
は
そ
の
仕
返
し）
11
（

と
し
て
、
男
乙
・
丙
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
妻

に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
ま
た
仕
返
し
と
し
て
、
男
甲
の
妻
の
頭
が
剃
ら
れ
る

ま
で
に
発
展
す
る
。

繰
り
返
さ
れ
る
、
こ
の
剃
髪
と
い
う
行
為
が
本
曲
の
構
想
・
構
造
上
重
要
な
要
素（
モ

テ
ィ
ー
フ
）で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
行
為
は
舞
台
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
。
宝
暦
名
女
川
本
で
は
、
１
に
お
い
て
は
、
ま
ず
寝
て
い
る
甲
の
頭

を
揉
ん
で
剃
刀
で
剃
る（「
其
内
ニ
手
合
し
て
す
り
に
か
ゝ
る
」）。
頭
の
片
側
を
剃
っ
た
と
こ

ろ
で
、
耳
へ
水
を
入
れ
寝
返
り
を
打
た
せ
、
さ
ら
に
剃
り
、
肩
衣
を
衣
に
取
り
替
え
る（「
・・・

か
ミ
そ
り
の
ゑ
ニ
て
耳
へ
ひ
と
し
づ
く
お
と
す
ま
ね
を
す
る　

そ
こ
で
ね
か
へ
る　

又
も
ん

で
す
る　

ず
き
ん
を
か
ぶ
せ
か
た
き
ぬ
と
り
衣
き
せ
て
」）。
ま
た
２
で
は
、
妻
二
人
の
頭
に

剃
刀
を
当
て
、
綿
帽
子
を
か
ぶ
せ
る（「
二
人
し
て
我
先
に
そ
ら
す
る　

す
り
て
か
ら
わ
た
ほ

う
し
か
ぶ
せ
る
」）。
３
の
乙
・
丙
の
剃
髪
は
「
二
人
な
が
ら
そ
り
て
づ
き
ん
か
ふ
せ
か
た
き

ぬ
取
こ
ろ
も
き
て
も
よ
し
」
と
あ
り
、
や
は
り
頭
巾
を
か
ぶ
せ（
衣
を
着
せ
る
）こ
と
で
、
出

家
の
姿
に
な
っ
た
こ
と
を
見
せ
る
。
な
お
、
以
上
の
所
作
に
関
す
る
注
記
は
、
い
ず
れ
も
続

狂
言
記
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
所
作（
演
技
）の
う
ち
、
特
に
２
・
３
・
４
の
剃
髪
の
所
作
は
、
男
や
女
の
出
家

を
扱
っ
た
「
呂
蓮
」「
拄
杖）
11
（

」「
昆
布
布
施
」
な
ど
の
曲
に
も
見
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
剃
刀

を
用
い
た
剃
髪
の
所
作
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
は
そ
う
し
た
演
出
の
応
用
と
考
え
ら
れ
る
。

〇 

シ
テ
ふ
と
こ
ろ
よ
り
紙
に
つ
ゝ
み
た
る
か
み
そ
り
を
取
出
し
、
手
合
な
ど
し
て
、
そ
る

て
い
を
し
て
づ
き
ん
を
き
す
る
、
か
た
ぎ
ぬ
と
つ
て
、
衣
き
せ
て
、（
下
略
）

 

（
天
理
本
「
拄
杖
」）

〇 

ろ
れ
ん
の
こ
と
く
か
み
を
そ
り
、
衣
を
き
せ
ず
、
名
を
つ
け
ぬ
斗
也
、
づ
き
ん
き
す
る

と
、
其
ま
ゝ
女
い
づ
る
、
又
衣
を
き
す
る
事
も
有 

（
虎
明
本
「
拄
杖
」）

〇
い
づ
れ
も
し
ゆ
じ
や
う
の
心
也
、衣
も
き
せ
て
十
念
を
さ
づ
く
る
也（
天
理
本
「
呂
蓮
」）

〇 

と
こ
ろ
よ
り
、か
み
そ
り
を
取
い
だ
し
、手
合
し
て
、か
し
ら
の
上
に
て
お
が
み（
中
略
）

か
み
を
三
度
そ
る
時
に
、
な
む
き
ゑ
ぶ
つ
、
〳
〵
と
も
い
ふ
、
ざ
ん
ぎ
五
か
い
を
さ
づ

け
け
り（
中
略
）づ
き
ん
を
と
り
出
し
き
せ
て
」「
衣
を
き
す
る
時
、
こ
ろ
も
を
い
た
ゞ

く 

（
虎
明
本
「
呂
蓮
」）

〇 

か
み
そ
り
取
出
し
、
剃
る
ま
ね
し
て
、
頭
巾
着
せ
て
、
肩
衣
と
ら
せ
、
衣
を
も
、
小
僧

と
言
ふ
て
、
褊
綴
着
せ
て
」「
美
男
な
が
ら
剃
る
ま
ね
し
、
綿
帽
子
か
づ
く
る
内
に

 

（
続
狂
言
記
「
昆
布
布
施
」）

ま
ず
剃
刀
で
剃
る
真
似
を
し
、
頭
巾
を
着
せ
る
こ
と
で
剃
髪
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
、
さ
ら
に

衣
を
着
せ
て
完
全
に
法
体
に
な
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
。
な
お
「
昆
布
布
施
」
の
場
合
は
、

夫
だ
け
で
な
く
そ
の
妻
も
望
ん
で
に
わ
か
出
家
と
な
る
。
ビ
ナ
ン
帽
子
の
上
か
ら
綿
帽
子
を

か
ぶ
せ
る
の
も
「
六
人
僧
」
の
２
の
場
面（
二
人
の
妻
の
剃
髪
）と
同
じ
演
出
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
に
掲
げ
た
「
呂
蓮
」「
拄
杖
」「
昆
布
布
施
」
に
お
け
る
剃
髪
は
、
い
ず
れ
も

発
心
・
出
家
を
前
提
と
し
て
、
剃
ら
れ
る
者
が
自
ら
望
ん
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
本
曲
は
、
強
戯
と
し
て
の
望
ま
ざ
る
剃
髪（
１
）で
あ
り
、
そ
の
仕
返
し
と
し
て
の
剃

髪）
11
（

（
２
～
４
）な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
機
縁
と
し
て
全
員
が
仏
道
に
入

る
こ
と
を
決
意
す
る（
５
）。
つ
ま
り
、
本
曲
で
は
、
不
本
意
な
剃
髪
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を

機
縁（
菩
提
の
種
）と
し
て
、
頭
を
剃
っ
た（
剃
ら
れ
た
）全
員
が
後
生
を
願
う（
修
行
に
出
る
）

と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
狂
言
記（
宝
暦
名
女
川
本
も
同
じ
）の
結
末
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

シ
テ
「
昔
か
ら
も
、
こ
は
ざ
れ
は
せ
ぬ
こ
と
じ
や
と
云
が
、
此
こ
と
じ
や
、
去
な
が
ら
、

是
は
た
ゞ
こ
と
で
は
有
ま
い
、
後
世
を
願
へ
と
有
お
告
で
有
ふ
ぞ　
ア
ド
「
誠
に
短
ひ

命
を
持
て
、
徒
に
暮
ら
さ
ふ
こ
と
で
な
い
程
に
、
是
を
菩
提
の
種
と
し
て
、
後
生
を
願

は
ふ　
シ
「
夫
な
ら
ば
、
某
音
頭
を
取
て
申
さ
ふ
、
な
ま
ふ
だ　
三
人
「
な
ま
ふ
だ　
比

丘
「
な
ま
ふ
だ　
皆
々
「
な
ま
ふ
だ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
、
と
つ
ぱ
い
、
ひ
や
ろ
、
ひ　

一
方
、
和
泉
流
諸
本
の
結
末
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
和
泉
流
「
六
人
僧
」
の
最
古
の
詞

章
を
伝
え
る
江
戸
後
期
の
明
和
中
根
本
を
掲
げ
る
。

シ
昔
か
ら
こ
わ
さ
れ
ハ
せ
ぬ
も
の
し
や
と
云
に
い
わ
れ
ぬ
事
を
召
レ
た
故
此
様
に
成
た　
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所
詮
是
を
ぼ
だ
い
の
種
と
し
て
後
世
を
願　

ア
ト
云
シ
カ
〳
〵
い
ろ
〳
〵
有
つ
て　
シ

三
人
と
も
に
修
行
に
出
る
程
に
そ
な
た
達
ハ
留
主
を
お
し
や
れ　

暇
乞
ア
リ
テ　
女
三

人
あ
ら
名
残
惜
し
や　
坊
主
三
人
こ
な
た
も
名
残
惜
け
れ
と
あ
の
日
を
御
覧
う
せ　

ト
云

テ
舟
渡
聟
ノ
如
ク
三
人
相
舞
ニ
ナ
ル　

留
替
ル
コ
ト
ナ
シ

三
人
の
男
た
ち
は
修
行
に
出
、
三
人
の
妻
た
ち
は
留
守
を
す
る
と
て
、
互
い
に
別
れ
る
こ
と

に
な
る
。「
舟
渡
聟
ノ
如
ク
」
と
あ
る
が
、「
あ
ら
名
残
惜
し
や
」
以
下
の
謡
は
「
伊
文
字
」

に
同
じ
。
そ
も
そ
も
和
泉
流
「
舟
渡
聟
」
の
謡
は
「
伊
文
字
」
か
ら
の
取
り
込
み
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
和
泉
流
秘
書
・
雲
形
本（
大
本
）も
同
様
の
結
末
で
あ
る
が
、
和
泉
流
秘
書
に
よ
り
、

留
の
謡
の
全
文
を
掲
げ
て
置
く
。

女
三
人
「
あ
ら
名
残
り
お
シ
や　
男
三
人
「
此
方
も
名
残
り
お
し
け
れ
と
あ
の
日
を
御
ろ

う
せ　
女
三
人
「
山
の
端
に
懸
た　
男
三
人
「
め
い
〳
〵
さ
ら
り
と
梅
ハ
ほ
ろ
り
と
落
る

と
ん
（
マ
マ
）も
ま
り
ハ
枝
ニ
と
ま
つ
た
〳
〵
〳
〵
と
ま
り
〳
〵
と
ま
つ
た　

ト
ヽ
ヽ
ヽ
イ
ヤ
ア

な
お
、
三
宅
派
の
狂
言
集
成
本
は
や
や
異
な
り
、
男（
僧
）三
人
と
女（
尼
）三
人
は
別
々
に
修

行
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
別
離
す
る
。
謡
は
「
伊
文
字
」
の
そ
れ
に
基
づ
き
つ
つ
、
後
半
を

変
え
る（
傍
線
部
）。

シ
テ
「
・
・
・
是
は
ひ
と
へ
に
仏
の
御
方
便
ぢ
や
。
此
上
は
三
人
の
尼
は
勝
手
に
修
行

召
さ
れ
。
こ
ち
衆
三
人
は
い
よ
〳
〵
同
行
に
な
つ
て
。
是
よ
り
直
ち
に
西
国
四
国
坂
東

八
ヶ
国
を
巡
つ
て
。
霊
場
を
拝
ま
う
と
思
ふ
が
何
と
あ
ら
う
。
ア
ド
二
人
「
こ
れ
は
一
段

と
よ
か
ら
う
。
シ
テ「
は
や
こ
れ
迄
ぞ
。
お
暇
申
す
。
女
三
人「
あ
ら
名
残
多
し
や
。
シ
テ「
こ

な
た
も
名
残
惜
し
け
れ
ど
。
あ
の
日
を
御
覧
ぜ
。
五
人
「
山
の
端
に
か
ゝ
つ
た
。　
シ
テ

「
西
方
に
落
日
く
れ
な
ゐ
。
六
人
「
我
等
を
助
け
た
び
給
へ
と
。
唯
一
念
に
南
無
阿
弥
陀

仏
。
唯
一
念
に
南
無
阿
弥
陀
仏
。
念
仏
申
し
て
別
れ
け
り
。

な
お
鷺
仁
右
衛
門
派
の
佐
渡
伝
承
本（
安
藤
本
）の
結
末
は
続
狂
言
記
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

が
、
念
仏
の
あ
と
、
男
女
と
も
に
、
高
野
山
へ
赴
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
六
人
僧
」
の
結
末
に
は
、（
謡
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
）諸
流
台
本
を
通

じ
て
、
強
戯
及
び
そ
の
仕
返
し（
返
報
）と
し
て
の
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
、
後
生
を
願
う（
仏

道
修
行
に
出
る
）と
い
う
構
想
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
想
は
、
狂
言
に
お
い
て
は
、
本
曲
と
同
じ
く
、
剃
髪
あ
る
い
は
意
図
せ
ざ

る
出
家
の
場
面
が
あ
る
「
悪
坊
」「
悪
太
郎
」
と
共
通
す
る
。
池
田
廣
司
氏
は
前
掲
論
考
で
、

本
曲
が
「
腹
立
て
ず
」
の
発
想
と
と
も
に
、「
悪
太
郎
」
の
「
俗
人
無
理
剃
髪
型
説
話
」
の

手
法
を
突
き
交
ぜ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
特
に
「
六

人
僧
」
の
結
末
部
分
に
関
わ
っ
て
、「
悪
坊
」「
悪
太
郎
」
と
の
関
連
を
さ
ら
に
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

「
悪
坊
」「
悪
太
郎
」
で
は
、
は
か
ら
ず
も
僧
の
姿（
剃
髪
等
に
よ
り
）に
な
っ
た
酔
狂
人
の

男
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
本
当
に
遁
世
し
、
仏
道
修
行
に
赴
く
姿
が
描
か
れ
る
。
と
り

わ
け
「
悪
太
郎
」
に
は
、
剃
髪
の
所
作
が
あ
る
。
酔
狂
人
の
悪
太
郎
が
酔
っ
て
寝
て
い
る
間

に
、伯
父
が
彼
の
頭
を
剃
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
六
人
僧
」
の
１
に
お
け
る（
強

戯
と
し
て
の
）剃
髪
の
所
作
に
近
似
す
る
。

〇 

い
た
し
や
う
が
有
と
云
て
、
だ
う
ぐ
も
き
る
物
も
と
つ
て
、
か
し
ら
を
そ
ら
ふ
と
云
て
、

し
ろ
き
づ
き
ん
を
か
づ
か
せ
て
、
こ
ろ
も
、
じ
ゆ
ず
と
、
あ
み
が
さ
を
そ
ば
に
お
き
、

あ
み
が
さ
を
か
し
ら
に
か
け
て
、こ
ろ
も
を
ば
う
へ
に
き
せ
て　
（
虎
明
本
「
悪
太
郎
」）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

〇 （
伯
父
）「
思
ひ
出
し
た
る
事
が
あ
る
」
と
云
て
、
か
み
を
そ
る
也
、
小
袖
を
ぬ
が
し
て
、

衣
を
き
す
る
、刀
も
長
太
刀
も
取
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
「
悪
太
郎
」）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寝
て
い
る
間
に
髪
を
剃
ら
れ
た
悪
太
郎
は
、
目
覚
め
て
驚
く
が
、
こ
れ
も
仏
の
導
き
で
あ

る
と
し
て
、
仏
道
に
入
る（
修
行
に
出
る
）こ
と
を
決
心
す
る
。

〇 

・
・
・
目
さ
め
て
み
た
れ
は
、
刀
わ
き
ざ
し
も
、
な
ぎ
な
た
も
な
ふ
て
、
此
ち
や
く
し

た
る
衣
と
、
じ
ゆ
ず
と
、
あ
み
が
さ
の
有
程
に
、
ふ
し
ん
を
な
し
、
し
あ
ん
を
す
る
に
、

日
比
悪
逆
を
い
た
し
て
有
程
に
、
ぶ
つ
じ
ん
の
お
し
へ
に
て
、
し
ゆ
ぎ
や
う
を
い
た
せ

と
の
事
で
あ
ら
ふ
ず
る
と
ぞ
ん
じ
、
つ
け
ら
れ
た
名
の
わ
け
も
し
ら
ず
、
う
か
〳
〵
と

あ
り
く
処
に
、
か
た
〳
〵
に
あ
ひ
て
、
し
ゆ
せ
う
な
る
事
を
承
る
、
か
や
う
の
事
も
た

し
や
う
の
縁
な
る
間
、
今
よ
り
し
て
は
か
た
〳
〵
の
弟
子
に
な
ら
ふ（
中
略
）〽
い
ま
よ

り
は
思
ひ
き
り
〳
〵
、
た
ゞ
一
心
に
、
あ
み
だ
を
た
の
み
、
た
ゞ
一
心
に
、
み
だ
を
た

の
み
て
念
仏
申
し
て
帰
り
け
り 

（
虎
明
本
「
悪
太
郎
」）

〇 

・
・
・
定
而
こ
れ
は
、
そ
れ
が
し
の
あ
く
心
を
ひ
る
が
へ
せ
と
あ
る
事
に
、
し
や
か
ほ

と
け
の
、
是
ま
で
御
出
あ
つ
て
、
か
や
う
に
お
う
せ
ら
れ
た
と
存
る
ほ
ど
に
、
け
ふ

よ
り
し
て
は
、
後
生
一
べ
ん
に
身
を
な
い
て
、
名
を
も
南
無
あ
み
だ
ぶ
つ
と
い
わ
れ

て
、
仏
道
に
入
と
存
る
」
と
云
て
行
・
・
・
ア
ト
「
実
、
今
こ
そ
は
さ
と
り
た
れ
、
扨

は
六
字
の
名
号
を
、シ
テ
「
夢
に
つ
き
た
る
わ
が
名
な
れ
は
、二
人
「
今
よ
り
は
思
ひ
き
り
、

〳
〵
、
た
ゝ
一
念
に
あ
み
た
を
た
の
み
、
た
ゝ
一
し
ん
に
み
た
を
た
の
み
、
念
仏
申
し

て
か
へ
り
け
り 

（
天
理
本
及
び
同
抜
書
「
悪
太
郎
」）

〇 

太
郎
「
こ
れ
は
い
か
な
事
、
此
や
う
に
釈
迦
如
来
の
し
て
お
か
し
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら

ふ（
中
略
）太
郎
「
子
細
あ
る
事
じ
や
、
某
も
そ
の
方
の
弟
子
と
な
つ
て
、
お
供
し
て
諸
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国
へ
参
り
た
い
、連
れ
て
く
だ
さ
れ
い　
僧
「
や
す
い
事
、連
れ
だ
ち
申
さ
う　
太
郎
「
こ

の
様
体
を
謡
ふ
て
参
ら
ふ　
節
「
今
よ
り
う
き
世
の
事
を
思
ひ
切
て　

た
ゞ
一
筋
に
阿

弥
陀
を
頼
ふ
で　

念
仏
申　

修
行
に
い
ざ
や
出
ふ
よ　

〳
　〵

 

（
狂
言
記
外
五
十
番
「
悪
太
郎
」）

三
浦
俊
介
氏
は
、「
六
人
僧
」
に
お
け
る
「
酔
人
出
家
譚
」（
仏
典
に
発
し
『
今
昔
物
語
集
』

以
下
の
中
世
説
話
に
見
ら
れ
る
。「
悪
坊
」「
悪
太
郎
」
も
そ
の
系
譜
に
属
す
る
）の
利
用
を

指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
た
だ
し
三
浦
氏
も
注
意
す
る
よ
う
に
、「
六
人
僧
」
に
は
「
酔
」
の
要

素
が
欠
落
し
て
い
る
。
男
甲
は
酒
に
酔
い
つ
ぶ
れ
て
寝
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

強
戯
と
そ
の
仕
返
し
と
し
て
の
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
そ
の
ま
ま
仏
道
を
願
う
、
ま
た
は
修
行

に
出
る
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
浦
氏
の

言
う
「
酔
人
出
家
譚
」（
あ
る
い
は
酔
婆
羅
門
出
家
説
話）
11
（

）の
基
本
的
枠
組
み
は
、
本
曲
に
も

そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、「
六
人
僧
」
の
構
想
は
、
酔
狂
の
男
が（
自
分
の
意
志
で
は
な
く
）髪
を
剃
ら
れ
、

そ
れ
に
驚
き
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
機
縁
と
し
て
本
当
に
発
心
・
出
家
し
て
し
ま
う
「
酔

人
出
家
譚
」
の
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
狂
言
の
範
囲

に
お
い
て
は
、
特
に
「
悪
太
郎
」
の
構
想
・
演
出
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
六
人
僧
」
に
は
近
世
以
降
の
展
開
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な

落
語
へ
の
、
あ
る
い
は
近
世
の
草
子
類
へ
の
展
開
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
右
に
確
認
し
た
よ
う

な
「
酔
人
出
家
譚
」
の
枠
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
六
人
僧
」
を
原
典
と
す
る
落
語
「
大
山
詣
り
」（
ま
た
は
「
百
人
坊
主
」）で
は
、
剃
髪
さ

れ
た
男
女
は
仏
道
に
励
む
こ
と
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
こ
と
は
描
か
れ
な
い
。
大
山
詣

り
に
行
っ
た
男
た
ち
の
妻
が
み
な
坊
主
に
な
り
、一
行
が
帰
っ
て
来
て
怒
る
と
こ
ろ
で
、「
お

毛
が（
怪
我
）な
く
て
め
で
た
い
」
と
い
う
サ
ゲ
と
な
る）
20
（

。
一
方
、
上
方
落
語
「
百
人
坊
主
」

で
は
、
伊
勢
参
り
に
行
っ
た
一
行
と
坊
主
に
な
っ
た
そ
の
妻
た
ち
が
和
解
し
て
日
常
に
戻
る

が
、
伊
勢
参
り
に
行
か
な
か
っ
た
村
中
の
男
女
ま
で
も
付
き
合
い
で
頭
を
剃
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る）
21
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
坊
主
頭
に
な
っ
た
だ
け
で
、
発
心
・
出
家
し
た
わ
け
で

は
な
い
。

そ
の
他
、
近
世
の
草
子
や
随
筆
に
見
え
る
類
話）
22
（

を
順
次
確
認
し
て
み
る
。
十
返
舎
一
九
の

黄
表
紙
『 

滑じ
や
う
だ
ん稽し
つ
こ
な
し
』（
文
化
二
年
刊
）第
四
話
で
も
、
剃
髪
さ
れ
た
三
人
の
男
と

二
人
の
女
房
は
、

こ
れ
よ
り
ま
た
〳
〵
髪
を
の
ば
し
、
つ
い
に
日
数
た
ち
、
み
な
〳
〵
元
の
如
く
の
頭
と

な
り
、
そ
れ
よ
り
互
い
に
仲
良
く
暮
し
け
る）
21
（

と
あ
る
よ
う
に
、互
い
に
髪
を
は
や
し
仲
良
く
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
根
岸
鎮
衛『
耳
嚢
』（
文

化
十
一
年
成
立
）巻
之
一
「
悪
し
き
戯
れ
い
た
す
間
敷
事　

并
悪
事
に
頓
智
の
事
」
も
、剃
髪
・

出
家
し
た
女
房
た
ち（
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
は
剃
髪
さ
れ
な
い
）は
や
が
て
、

（
右
新
尼
は
）還
俗
し
て
此
頃
は
三
、四
寸
も
髪
の
伸
た
る
と
云
ひ
し
。
其
近
隣
の
者
来

り
て
語
り
笑
ひ
ぬ）
21
（

と
い
う
結
果
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
類
話
と
し
て
中
込
重
明
氏
が
指
摘
す
る）
21
（

、

滑
稽
本
『
俗
談
唐
詩
選
』（
宝
暦
十
二
年
序
）巻
之
二
「
飲
中
八
仙
は
口
頭
の
交
り
」
も
同
様

で
あ
る）
21
（

。

以
上
の
よ
う
に
、「
六
人
僧
」
の
近
世
的
展
開
と
さ
れ
る
作
品（
草
子
・
随
筆
・
落
語
）に

お
い
て
は
、「
強
戯
と
そ
の
仕
返
し
に
よ
る
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
一
同
が
後
生
を
願
い
、
ま

た
仏
道
・
仏
詣
に
励
む
」
と
い
う
「
酔
人
出
家
譚
」
に
お
い
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
結
末
は
、

完
全
に
消
え
去
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
酔
人
出
家
譚
」
の
基
本
的
枠
組
み
の
消
失
を
意
味
す

る
。
剃
髪
さ
れ
て
も
発
心
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
本
曲
の
近
世
的
展
開
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
、
小
舞
と
酒
盛
り
の
場
の
添
加

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
に
小
舞
が
添
加
さ
れ
た
意
味
を
考
え

て
み
た
い
。
小
舞
は
、
酒
盛
り
の
場
面
で
シ
テ
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
「
酒
盛
り
の
場
の
添
加
」
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
ま
ず
男
女
う
ち
混
じ
っ
て
の
酒
盛
り

と
い
う
趣
向
が
珍
し
い
。
さ
ら
に
そ
の
男
女（
夫
婦
三
組
）は
、
に
わ
か
僧
・
に
わ
か
尼
の
姿

で
あ
る
。
僧
と
尼
が
と
も
に
酒
盛
り
す
る
と
い
う
の
も
従
来
の
狂
言
に
は
な
か
っ
た
趣
向
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
珍
し
い
状
況
を
踏
ま
え
て
発
想
さ
れ
た
の
が
そ
の
場
で
舞
わ
れ
る

小
舞
で
あ
る
。

「
あ
ら
あ
ら
面
白
の
」
か
ら
始
ま
り
、
僧
と
尼
が
酒
を
飲
み
舞
い
遊
ぶ
と
い
う
内
容
は
、

極
め
て
遊
興
的
・
和
楽
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
強
戯
を
き
っ
か
け
と
し
て
は
か
ら
ず
も
剃

髪
し
て
し
ま
っ
た
男
女
一
同
が
自
ら
の
姿
を
あ
ら
た
め
て
客
観
視
す
る
ゆ
と
り
も
看
取
さ

れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
状
況
で
酒
盛
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
明
ら
か
に
一
同
の

「
和
解
」
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
曲
で
は
、
強
戯
に
よ
っ
て
剃
髪
さ
れ
た
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男
甲
の
鬱
憤
は
、
男
乙
・
丙
及
び
そ
の
妻
た
ち
の
頭
を
剃
る
こ
と
に
よ
っ
て
晴
ら
さ
れ
、
ま

た
、
だ
ま
さ
れ
た
男
乙
・
丙
と
そ
の
妻
た
ち
の
鬱
憤
は
、
男
甲
の
妻
の
頭
を
剃
る
こ
と
に

よ
っ
て
解
消
さ
れ
た）
21
（

は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、
一
同
の
酒
盛
り
を
設
定
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
明
ら
か
に
、
こ
の
二
組
の
男
女
の
和
解
・
和
合
を
さ
ら
に
強
く
印
象
付
け
る
場
面
と

し
て
機
能
さ
せ
る
意
図
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
「
和
合
」
の
場
面
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、

（
男
女
と
も
に
発
心
す
る
こ
と
な
し
に
）髪
を
伸
ば
し
「
仲
良
く
」
暮
ら
し
た
と
い
う
黄
表
紙

『
滑じ
や
う
だ
ん稽し
つ
こ
な
し
』
第
四
話
、
あ
る
い
は
一
同
和
解
し
て
日
常
に
戻
る
落
語
「
百
人
坊
主
」

等
、
本
曲
の
近
世
的
展
開
で
あ
る
類
話
と
共
通
す
る
ム
ー
ド
が
醸
成
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
小
舞
に
は
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
僧
と
尼
が
と
も
に
念
仏
に
勤

し
む
光
景
も
描
か
れ
て
い
る
。
酒
盛
り
を
し
て
遊
ぶ
光
景
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
小
舞
の
添
加
は
、
一
方
で
続
狂
言
記
の
結
末
と
よ
く
照
応
す
る
。

そ
し
て
こ
の
結
末
は
、ま
さ
し
く
「
酔
人
出
家
譚
」
と
し
て
の
枠
組
み
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
続
狂
言
記
は
、
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
仏
道
に
励
も
う
と
す
る
男
女
一
同
が
念
仏
を
唱
え

て
、
一
種
の
「
シ
ャ
ギ
リ
留
め
」（
実
際
に
は
笛
の
唱
歌
を
口
で
言
う
の
で
あ
ろ
う）
21
（

）に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
酔
人
出
家
譚
」
の
基
本
的
枠
組
み
を
生
か
し
た
結
末
を
前
提
と
し
て
、
あ
る

い
は（
小
舞
を
も
っ
て
留
め
る
と
す
れ
ば
）そ
の
結
末
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
包
み
込
む
か
た

ち
で
、
鷺
伝
右
衛
門
派
で
は
、
小
舞
と
そ
れ
を
伴
う
酒
盛
り
の
場
面
の
添
加
を
着
想
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、「
六
人
僧
」
の
近
世
的
展
開
で
あ
る
草
子
や
落
語
に
近
い
、
発
心

に
至
ら
な
い
「
和
解
」
の
要
素
と
、中
世
以
来
継
承
さ
れ
る
「
酔
人
出
家
譚
」
の
枠
組
み（
強

戯
を
機
縁
と
す
る
発
心
）の
双
方
を
生
か
す
場
面
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宝
暦
名
女

川
本
「
六
人
僧
」
の
結
末
に
は
、
い
わ
ば
狂
言
「
六
人
僧
」
が
継
承
し
て
い
た
中
世
的
要
素

と
、
同
曲
の
近
世
的
展
開
と
の
交
錯
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
舞
の
末
尾
に
あ
る
「
た
え
が
た
の
べ
つ
じ
」
は
別
れ
の
時
を
表

す
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
小
舞
を
舞
う
シ
テ
に
と
っ
て
の
「
別
離
の
悲
し
み
」
が

看
取
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
舞
の
内
容
は
、
強
戯
に
始
ま
っ
た
剃
髪
の
連
鎖
に
対
し
て

「
和
解
」
し
、
剃
髪
し
た
自
分
た
ち
の（
ち
ぐ
は
ぐ
な
）姿
を
ゆ
と
り
を
も
っ
て
眺
め
る
と
い

う
態
度
か
ら
出
発
し
て
、
念
仏
に
勤
し
み
つ
つ
、
互
い
の
「
別
離
の
悲
し
み
」
へ
と
移
行
す

る
、
と
解
さ
れ
、
そ
の
締
め
く
く
り
に
「
男
女（
夫
婦
）の
別
れ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
添

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
結
末
に
お
い
て
男
女
が
別

れ
る（
妻
は
留
守
、
夫
は
修
行
、
ま
た
は
夫
と
妻
は
別
々
に
修
行
）と
い
う
和
泉
流
諸
本
の
結

末
と
軌
を
一
に
す
る
方
向
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

宝
暦
名
女
川
本
は
、
宝
暦
十
一
年
頃
、
名
女
川
家
五
代
・
辰
三
郎
の
書
写
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
、
三
代（
近
藤
）六
右
衛
門
の
活
躍
し
た
宝
永
・
正
徳
期
の
稀
曲
探

索
の
風
潮
の
影
響
が
あ
る
と
見
ら
れ
る）
21
（

。「
遠
雑
類
」
の
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
六
人
僧
」

も
、
そ
う
し
た
稀
曲
の
一
環）
10
（

と
し
て
、
右
の
時
期
に
続
狂
言
記
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
、
小
舞

を
伴
う
酒
盛
り
の
場
面
を
加
え
た
か
た
ち
に
改
変
さ
れ
た
上
で
、「
遠
雑
類
」
に
収
め
ら
れ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
小
舞
の
締
め
く
く
り
は
、
明
和
元
年

書
写
の
明
和
中
根
本
よ
り
先
行
す
る
か
た
ち
で
、
和
泉
流
的
な
方
向
の
先
取
り
と
な
っ
た
と

も
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

鷺
伝
右
衛
門
派
の
小
舞
本
に
収
め
ら
れ
る
小
舞
「
六
人
僧
」
は
、確
か
に
同
派
の
狂
言
「
六

人
僧
」の
中
で
舞
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、新
出
の
宝
暦
名
女
川
本「
遠
雑
類
」

に
収
め
る
「
六
人
僧
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
が
、
宝
暦
名
女
川
本
に
記
さ
れ
た
詞
章
を
後

の
小
舞
本
と
比
較
す
る
と
、
長
府
伝
承
の
浜
田
本
と
多
く
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鷺
流

の
地
方
伝
播
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
ろ
う
。

そ
の
小
舞
の
内
容
は
、
剃
髪
し
た
男
女
が
仲
良
く
酒
を
飲
む
こ
と
と
も
に
、
念
仏
に
勤
し

む
光
景
も
交
え
て
、つ
い
に
は
「
別
事
」=

「
別
離
」
に
至
る
と
い
う
も
の
で
、「
地
主
」=

「
尼

衆（
時
衆
）」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
を
契
機
と
し
た
「
田
村
」
の
謡
の
も
じ
り
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
狂
言
「
六
人
僧
」
は
、
曲
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
剃
髪
と
い
う
行
為
が
構
想
上
重

要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
剃
髪
を
表
現
す
る
演
出
は
、「
呂
蓮
」「
拄
杖
」「
昆

布
布
施
」
な
ど
と
共
通
す
る
が
、
本
曲
で
は
望
ま
ざ
る
剃
髪
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
仕
返
し
と

い
う
と
こ
ろ
に
特
色
を
も
つ
。
さ
ら
に
、
そ
の
剃
髪
を
機
縁
と
し
て
、
後
生
を
願
う（
仏
道

修
行
に
出
る
）と
い
う
構
想
が
認
め
ら
れ
る
が
、そ
れ
は
「
悪
坊
」「
悪
太
郎
」
と
同
じ
く
、「
酔

人
出
家
譚
」
の
枠
組
み
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
枠
組
み
を
生
か
し
た（
続
狂
言

記
の
）結
末
を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の
結
末
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
包
み
込
ん
で
、
鷺

伝
右
衛
門
派
で
は
、
小
舞
を
伴
う
酒
盛
り
の
場
面
の
添
加
を
着
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
り
、
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
の
結
末
に
は
、
本
曲
が
継
承
し
て
い
た
中
世

的
要
素（
強
戯
を
機
縁
と
す
る
発
心
）と
そ
の
近
世
的
展
開（
発
心
に
至
ら
な
い
和
解
）の
交
錯

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
小
舞
の
締
め
く
く
り
は
、
男
女
が
別

離
す
る
和
泉
流
諸
本
の
結
末
の
先
取
り
と
い
え
る
。
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本
稿
で
は
、
宝
暦
名
女
川
本
「
六
人
僧
」
に
お
け
る
、
酒
盛
り
と
小
舞
の
添
加
の
意
味
を

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。
江
戸
前
期
の
盛
ん
な
稀
曲
上
演
の
風
潮
が
鷺
流
に
も
た
ら
し

た
影
響
、
と
り
わ
け
稀
曲
復
興
に
伴
う
改
変
・
改
作
の
具
体
的
諸
相
に
つ
い
て
は
、
今
後
も

宝
暦
名
女
川
本
「
遠
雑
類
」
所
収
曲
を
中
心
に
、
さ
ら
な
る
考
察
を
積
み
上
げ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（
１
）
狂
言
役
者
の
演
じ
る
歌
舞
の
芸
。
小
舞
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
小
舞
の
歴
史
と
性
格
」

（
『
狂
言
作
品
研
究
序
説
―
形
成
・
構
想
・
演
出
―
』
和
泉
書
院
、
令
３
所
収
。
初
出
は
平
15
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
鷺
伝
右
衛
門
派
の
小
舞
の
全
貌
は
、
享
保
保
教
本
「
小
舞
」
、
能
研
本
・
浜
田
本
の
小
舞
集
の
他
、

山
口
県
文
書
館
蔵
『
小
舞　

上
中
下
』
、
山
口
県
立
大
学
郷
土
文
学
資
料
セ
ン
タ
ー
蔵
『
小
舞
仕
方
附

　

上
下
』
、
『
鷺
流
狂
言　

小
舞
仕
方
附　

別
冊
第
貳
号
』
、
『
〔
土
車　

他
〕
』
、
『
〔
葛
城　

他
〕
』
（
以
上
四
点
は
春
日
庄
作
筆
）
、
山
口
鷺
流
狂
言
保
存
会
蔵
『
鷺
流
狂
言　

小
舞
仕
方
附
本　

附
翁
手
附
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
浜
田
本
小
舞
集
『
〔
逆
髪　

他
〕
』
の
書
誌
と
翻
刻
は
『
山
口
鷺
流
狂
言
資
料
集
成
』
（
山
口
市
教

育
委
員
会
、
平
13
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
『
佐
渡　

鷺
流
狂
言
』
（
第
二
冊
）
（
真
野
町
教
育
委
員
会
、
昭
57
）
に
翻
刻
所
収
。

（
５
）
永
井
猛
氏
「
新
出　

鷺
流
狂
言
『
宝
暦
名
女
川
本
』
の
離
れ
に
つ
い
て
」
（
『
能
楽
研
究
』
44
、
令

２
・
３
）
。
な
お
、
宝
暦
名
女
川
本
「
遠
雑
類
」
本
文
の
翻
刻
は
、
永
井
猛
・
稲
田
秀
雄
・
伊
海
孝

充
「
鷺
流
狂
言
『
宝
暦
名
女
川
本
』
「
盗
類
雑
」
「
遠
雑
類
」
翻
刻
」
（
『
能
楽
研
究
』
44
、
令
２
・

３
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
宝
暦
名
女
川
本
「
遠
雑
類
」
所
収
曲
に
は
、
狂
言
記
系
諸
本
に
近
い
か
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
い
く
つ

か
あ
る
。
注
（
５
）
の
永
井
猛
氏
論
考
参
照
。
そ
の
う
ち
「
六
人
僧
」
と
同
様
、
続
狂
言
記
と
ほ
ぼ
同

じ
曲
と
し
て
は
、
「
昆
布
布
施
」
「
六
地
蔵
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
の
詳
細
は
、
藝
能

史
研
究
會
例
会
（
令
３
・
10
・
８
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
新
出
・
宝
暦
名
女
川
本
に
見
る
鷺
流
稀
曲

の
伝
承
」
で
も
述
べ
た
（
発
表
要
旨
は
『
藝
能
史
研
究
』
236
、
令
４
・
１
に
掲
載
）
。

（
７
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集　

中
』
（
伊
藤
正
義
氏
校
注
、
新
潮
社
、
昭
61
）
に
よ
る
。

（
８
）
天
正
狂
言
本
・
虎
明
本
に
あ
る
「
連
歌
（
の
）
十
徳
」
に
も
「
あ
る
ひ
は
僧
た
ち
ぢ
し
う
た
ち
」
と

見
え
る
。
日
本
古
典
全
書
『
狂
言
集
』
下
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
31
）
所
収
天
正
狂
言
本
に
は
「
地
主

達
」
と
振
り
漢
字
を
施
す
。
金
井
清
光
氏
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
平
１
）
は
「
「
地

主
」
ま
た
は
「
じ
し
う
」
と
す
れ
ば
「
寺
主
」
「
時
衆
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
池
田
廣

司
氏
・
北
原
保
雄
氏
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇
』
上
（
表
現
社
、
昭
47
）
頭
注
に
は

「
地
主
達
」
と
あ
る
。
古
川
久
氏
編
『
狂
言
辞
典　

語
彙
編
』
（
東
京
堂
、
昭
39
補
訂
版
）
は
、
「
じ

し
ゅ
う
」
を
立
項
し
、
「
尼
た
ち
」
と
し
て
、
虎
明
本
「
連
歌
十
徳
」
と
三
百
番
集
本
「
若
市
」
の
用

例
を
掲
げ
る
。

（
９
）
金
井
清
光
氏
は
、
「
若
市
」
に
つ
い
て
、
和
泉
流
諸
本
に
い
う
六
条
道
場
が
時
衆
六
条
派
の
本
山
歓

喜
光
寺
で
あ
る
こ
と
、
若
市
が
時
衆
尼
の
法
名
（
い
わ
ゆ
る
弌
房
号
）
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
金
井
清
光
氏
「
狂
言
と
時
衆
」
（
『
時
衆
と
中
世
文
学
』
東
京
美
術
、
昭
50
所
収
）
参
照
。
な

お
、
大
蔵
流
の
「
四
条
あ
た
り
」
、
宝
暦
名
女
川
本
「
四
条
の
道
場
」
も
、
時
宗
の
四
条
道
場
・
金
蓮

寺
（
も
と
四
条
寺
町
に
あ
り
、
現
在
は
京
都
市
北
区
鷹
峯
に
移
転
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
10
）
「
若
市
」
は
、
『
御
能
組
並
狂
言
組
（
寛
文
初
期
以
前
書
上
）
』
の
鷺
仁
右
衛
門
家
の
分
に
見
え
、

鷺
伝
右
衛
門
家
に
お
い
て
も
、
「
明
暦
三
年
鷺
伝
右
衛
門
書
上
」
（
宝
暦
名
女
川
本
『
萬
聞
書
』
所

収
）
に
見
え
る
。

（
11
）
『
史
料
纂
集　

本
源
自
性
院
記
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
51
）
所
収
〔
南
都
下
向
記
〕
。

（
12
）
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
、
中
根
善
左
衛
門
堅
定
書
写
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
（
鴻
山
文
庫
）
蔵
。

同
研
究
所
の
能
楽
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
可
能
。

（
13
）
『
国
文
学
研
究
資
料
館
影
印
叢
書
６　

狂
言
絵　

彩
色
や
ま
と
絵
』
（
勉
誠
出
版
、
平
26
）
、
小
林

健
二
氏
『
描
か
れ
た
能
楽　

芸
能
と
絵
画
が
織
り
な
す
文
化
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
31
）
Ⅰ
・
四

「
『
狂
言
絵
』
の
形
成
と
そ
の
環
境
」
参
照
。

（
14
）
近
年
の
論
考
と
し
て
は
、
中
込
重
明
氏
『
落
語
の
種
あ
か
し
』
（
岩
波
書
店
、
平
16
）
第
三
章

「
「
大
山
詣
り
」
―
狂
言
か
ら
の
着
想
」
、
岡
田
充
博
氏
「
落
語
「
大
山
詣
り
」
の
原
話
」
（
『
横
浜

国
大
国
語
研
究
』
27
、
平
21
・
３
）
が
あ
る
。

（
15
）
３
の
甲
が
乙
・
丙
を
だ
ま
す
内
容
は
変
遷
が
あ
る
。
続
狂
言
記
及
び
宝
暦
名
女
川
本
は
、
「
シ
テ

「
其
こ
と
じ
や
、
某
義
在
所
へ
戻
つ
た
れ
ば
、
誰
が
言
ふ
た
や
ら
、
「
二
人
な
が
ら
川
へ
は
ま
つ
て
死

ん
だ
」
と
言
ふ
て
、
在
所
で
は
泣
き
嘆
く
」
と
甲
は
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
泉
流
の
江
戸
後
～
末

期
の
明
和
中
根
本
・
和
泉
流
秘
書
・
雲
形
本
（
大
本
）
・
狂
言
集
成
本
は
、
夫
た
ち
が
高
野
山
へ
参

る
と
言
っ
た
の
は
偽
り
で
、
い
ず
れ
も
「
心
よ
し
」
の
女
性
を
拵
え
て
い
て
、
そ
の
女
性
の
と
こ
ろ
へ

（
あ
る
い
は
女
性
と
連
れ
立
っ
て
遊
山
に
）
行
っ
た
と
告
げ
る
も
の
が
あ
り
、
乙
・
丙
二
人
の
妻
は
そ

れ
を
信
じ
て
腹
を
立
て
自
害
し
て
死
ん
だ
、
と
甲
が
言
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
16
）
池
田
廣
司
氏
は
前
掲
論
考
で
、
こ
の
一
連
の
仕
返
し
は
「
共
同
体
的
な
償
い
の
方
法
」
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
「
同
質
・
同
等
の
行
為
の
交
換
に
よ
っ
て
和
を
保
つ
と
い
う
共
同
体
の
お
返
し
の
民
俗

を
消
極
的
に
果
た
し
た
も
の
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
見
解
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典　

第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
、
昭
60
）
「
六
人
僧
」
（
池
田
廣
司
氏
執
筆
）
に
も
見
え
る
。

（
17
）
「
呂
蓮
」
「
拄
杖
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
呂
蓮
」
考
―
ク
ラ
ン
女
説
話
と
の
関
連
―
」
（
『
狂

言
作
品
研
究
序
説
―
形
成
・
構
想
・
演
出
―
』
（
和
泉
書
院
、
令
３
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）
三
浦
俊
介
氏
「
酔
人
出
家
・
破
戒
譚
の
系
譜
（
一
）
（
二
）
―
酒
が
一
番
悪
い
―
」
（
『
論
究
日
本

文
学
』
70
・
72
、
平
11
・
５
、
平
12
・
５
）
。
た
だ
し
、
「
六
人
僧
」
の
近
世
的
展
開
で
あ
る
落
語

「
大
山
詣
り
」
（
上
方
落
語
で
は
「
百
人
坊
主
」
）
に
は
、
「
酔
」
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
。

（
19
）
「
悪
坊
」
「
悪
太
郎
」
と
「
酔
婆
羅
門
出
家
説
話
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
田
口
和
夫
氏
「
酔
狂

―
「
悪
太
郎
」
の
形
成
と
展
開
」
（
『
狂
言
論
考
―
説
話
か
ら
の
形
成
と
そ
の
展
開
』
三
弥
井
書
店
、

昭
52
所
収
）
参
照
。

（
20
）
「
大
山
詣
り
」
の
粗
筋
は
、
東
大
落
語
会
編
『
増
補　

落
語
辞
典
』
（
青
蛙
房
、
昭
37
）
に
よ
る
。

（
21
）
桂
米
朝
氏
『
米
朝
上
方
落
語
全
集
』
（
創
元
社
、
昭
56
）
所
収
速
記
（
桂
米
朝
氏
所
演
）
に
よ
る
。

（
22
）
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
三
「
お
霜
の
作
り
髭
」
に
も
強
戯
と
そ
の
仕
返
し
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
池
田
廣
司
氏
前
掲
論
考
）
が
、
剃
髪
で
は
な
く
、
墨
で
顔
に
髭

を
描
く
い
た
ず
ら
で
、
発
心
・
出
家
と
は
全
く
結
び
つ
か
な
い
。
ま
た
同
書
巻
一
「
狐
四
天
王
」
に
は
、

狐
の
人
間
へ
の
仕
返
し
が
剃
髪
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
話
で
も
髪
を
剃
ら
れ
た
人
間
が
そ
れ
を

機
縁
と
し
て
出
家
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
23
）
叢
書
江
戸
文
庫
『
十
返
舎
一
九
集
』
（
棚
橋
正
博
氏
校
訂
、
国
書
刊
行
会
、
平
９
）
所
収
の
国
会
図
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書
館
蔵
本
に
よ
る
。

（
24
）
長
谷
川
強
氏
校
注
『
耳
嚢
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
、
平
３
）
所
収
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ

イ
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
蔵
旧
三
井
文
庫
本
に
よ
る
。

（
25
）
注
（
14
）
中
込
重
明
氏
論
考
。

（
26
）
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
関
西
大
学
図
書
館
中
村
幸
彦
文
庫

本
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
27
）
注
（
16
）
参
照
。

（
28
）
こ
れ
は
、
狂
言
「
今
参
（
り
）
」
の
留
め
と
同
じ
で
あ
る
。
「
今
参
」
の
留
め
の
演
出
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
「
今
参
」
の
形
成
と
構
想
」
（
『
狂
言
作
品
研
究
序
説
―
形
成
・
構
想
・
演
出
―
』
（
和
泉
書

院
、
令
３
所
収
）
参
照
。

（
29
）
永
井
猛
氏
「
鷺
流
「
宝
暦
名
女
川
本
」
に
つ
い
て
」
（
『
狂
言
変
遷
考
』
三
弥
井
書
店
、
平
14
）
、

拙
稿
「
宝
暦
名
女
川
本
「
無
縁
聟
」
と
江
山
本
「
銀
三
郎
」
」
（
『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀

要
』
28
、
令
４
・
３
）
参
照
。

（
30
）
池
田
晃
一
氏
「
将
軍
家
宣
期
の
狂
言
―
稀
曲
・
珍
曲
の
復
活
を
計
る
―
」
（
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
昭

54
・
１
）
は
、
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
『
御
城
御
内
証　

御
能
御
囃
子
組
』
に
見
え
る
宝
永
～
正

徳
期
に
上
演
さ
れ
た
稀
曲
の
う
ち
、
寛
文
以
前
書
上
・
享
保
九
年
書
上
の
い
ず
れ
に
も
な
い
曲
（
十
五

曲
）
の
中
に
、
「
六
人
僧
」
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕 

本
稿
は
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
」
二
〇
二
一
～
二
〇
二
二

年
度
共
同
研
究
「
新
出
・
宝
暦
名
女
川
本
（
能
研
本
）
の
総
合
的
研
究
」
（
代
表
：
永
井
猛
、
稲

田
秀
雄
、
伊
海
孝
充
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



― 21 ―

山口県立大学学術情報　第16号 〔国際文化学部紀要　通巻第29号〕 2023年 3 月

The Problem of Komai（kyogen dance） in “Rokunin-so” based on 
the Horeki Namekawa script

INADA Hideo

1)The verses of the Komai contained in the newly discovered Horeki Namekawa script 'Enzatsu-rui' match many 
of those contained in the Hamada script that was handed down to Chofu.  2)The Komai depicts a man and woman 
with shaved hair drinking sake together and praying to the Buddha in prayer. It is also a pun on the verses of the 
Noh play “Tamura”.  3)Kyogen “Rokunin-so” is recognized for its idea of wishing for a future life (becoming a 
Buddhist ascetic) with the act of shaving as a prank. It inherited the framework of the tale of a drunken becoming 
a monk. Based on the premise of an ending that makes use of this framework, the idea of adding a drinking scene 
accompanied by a Komai was conceived in the Horeki Namekawa version.  4)At the end of Horeki Namekawa 
version “Rokunin-so”, there is a mixture of the medieval elements inherited by this work (becoming a priest with 
mischief as a trigger) and its development in the Edo period (a reconciliation that did not lead to being a priest).




