
〈花影会 今後の開催予定〉

― 第 51 回 春 ―
令和4年 4月17日（日） 13時開演

能   門衛右郎九山片 」鬚白「」翁「 千歳 /ツレ 武田友志   地頭 浅見重好
狂言「福部の神」 山本東次郎
仕舞「笠之段」 分林道治
仕舞「玉之段」 味方玄  

能「鷺」 武田宗和  ツレ 観世恭秀  地頭 岡久広

― 第 52 回 秋 ―
令和4年 10 月29日（土） 13時開演

能「俊寛」 観世恭秀  地頭 松木千俊
仕舞「芭蕉キリ」 鵜澤久
  仕舞「蝉丸」 山階弥次

狂言「岡太夫」 大蔵彌太郎
能「正尊 起請文 翔入」 武田文志  地頭 観世清和

― 第 53 回 春 ―
令和5年 4月16 日（日） 13時開演

能    俊千木松 」砂高「」翁「 地頭 武田志房
能「熊野 読次之伝 村雨留 墨次之伝 膝行留」 武田友志   地頭 武田宗和

　房志田武てべ 」狩葉紅「 」砧「 」月花「   真写紙表

解説文章  中司由起子（法政大学能楽研究所 兼任所員）

す

写真撮影  前島吉裕（表紙、P7）／前島久男（P7）令和3年10月30日（土）

二十五世観世左近記念

観世能楽堂

地頭 武田志房

地頭 武田志房

念
記
回
十
五
第令和3年度文化庁芸術祭参加作品
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能 

◆ 

花
月 

〈
か
げ
つ
〉

① 

筑
紫（
つ
く
し
・
九
州
）彦
山（
ひ
こ
さ
ん
）の
僧〔
ワ
キ
〕が
都
の
清
水
寺
を
訪
れ
ま

す
。僧
の
七
歳
の
子
ど
も
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
契
機
に
出
家
の

身
と
な
っ
た
僧
は
諸
国
を
廻
っ
て
修
行
を
し
て
い
た
の
で
し
た
。

② 

僧
は
清
水
寺
の
門
前
の
男〔
ア
イ
〕に
声
を
掛
け
、
面
白
く
芸
を
す
る
花
月
と
い
う

少
年
の
話
を
聞
き
ま
す
。

③ 

男
が
花
月
を
呼
ぶ
と
、
花
月〔
シ
テ
〕が
現
れ
ま
す
。花
月
は
自
ら
の
名
前
の
由
来
を

述
べ
、天
下
に
隠
れ
も
な
い
花
月
だ
と
名
乗
り
を
上
げ
ま
す
。

④ 

花
月
は
今
ま
で
雲
居
寺（
う
ん
ご
じ
）に
い
た
が
清
水
の
花
に
惹
か
れ
、
さ
ら
に
男
と
仲

違
い
を
し
た
く
な
い
の
で
や
っ
て
来
た
と
言
い
、男
と
親
し
げ
に
小
歌
を
謡
い
ま
す
。

⑤ 

鶯
が
満
開
の
桜
の
花
を
散
ら
し
ま
す
。鶯
を
射
よ
う
と
す
る
花
月
。中
国
の
弓
の
名

人
・
養
由（
よ
う
ゆ
う
）の
故
事
を
用
い
て
鶯
を
脅
し
て
狙
い
ま
す
が
、仏
の
教
え（
殺

生
戒
）を
思
い
出
し
て
弓
矢
を
捨
て
ま
し
た
。

⑥ 

花
月
は
清
水
寺
に
ま
つ
わ
る
曲
舞（
く
せ
ま
い
）を
謡
い
舞
い
ま
す
。内
容
は
、
坂
上

田
村
麻
呂
が
清
水
寺
を
建
立
し
た
こ
と
や
、本
尊
の
千
手
観
音
の
奇
跡
。

⑦ 

花
月
の
舞
を
見
て
い
た
僧
は
、花
月
が
我
が
子
で
あ
る
と
気
付
き
ま
す
。花
月
は
七
歳

の
時
に
彦
山
で
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
と
明
か
し
、父
と
子
は
再
会
を
果
た
し
ま
す
。

⑧ 

男
が
花
月
に
八
撥（
や
つ
ば
ち
・
羯
鼓
を
打
ち
な
が
ら
の
舞
）を
所
望
。花
月
は
天
狗

に
連
れ
ら
れ
て
い
く
山
廻
り
の
悲
し
さ
を
謡
い「
羯
鼓
」を
舞
い
ま
す
。

⑨ 

花
月
は
廻
っ
た
諸
国
の
山
々
の
こ
と
を
謡
い
、
簓（
さ
さ
ら
・
竹
製
の
楽
器
の
一
種
）

を
捨
て
る
と
、父
の
僧
と
一
緒
に
仏
道
の
修
行
に
旅
立
っ
て
行
き
ま
し
た
。

狂
言 

◆ 

佐
渡
狐〈
さ
ど
ぎ
つ
ね
〉

① 

越
後
国
の
百
姓
〔
ア
ド
〕
が
年
貢
を
納
め
る
た
め
に
領
主
の
館
へ
道
を
急
い
で
い
ま

す
。一
方
、佐
渡
の
百
姓〔
シ
テ
〕も
同
じ
く
館
を
目
指
し
て
お
り
、二
人
は
道
連
れ
と

な
っ
て
館
へ
向
か
い
ま
す
。道
す
が
ら
、越
後
の
百
姓
が
佐
渡
に
は
狐
が
い
る
か
ど
う

か
尋
ね
ま
す
。佐
渡
の
百
姓
は
た
く
さ
ん
い
る
と
答
え
ま
す
が
、越
後
の
百
姓
は
信
じ

ま
せ
ん
。そ
こ
で
刀
を
賭
け
て
領
主
の
奏
者（
取
次
役
）に
佐
渡
に
狐
が
い
る
か
、
い

な
い
か
を
判
定
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

② 

佐
渡
の
百
姓
が
奏
者〔
ア
ド
〕と
対
面
。年
貢
を
納
め
た
後
に
、
実
は
狐
を
見
た
こ
と

が
な
い
佐
渡
の
百
姓
は
、
奏
者
に
賄
賂
を
渡
し
、
島
に
狐
が
い
る
と
答
え
て
ほ
し
い

と
頼
み
、狐
の
姿
や
毛
の
色
を
教
わ
り
ま
す
。

③ 

佐
渡
の
百
姓
と
越
後
の
百
姓
が
揃
っ
て
、奏
者
の
前
に
出
ま
す
。企
て
の
と
お
り
、奏

者
は
佐
渡
に
狐
が
い
る
と
裁
定
。佐
渡
の
百
姓
が
賭
け
物
の
刀
を
取
ろ
う
と
す
る

と
、
越
後
の
百
姓
は
狐
の
姿
形
を
問
い
た
だ
し
ま
す
。佐
渡
の
百
姓
は
奏
者
の
助
け

を
得
て
、な
ん
と
か
刀
を
自
分
の
も
の
と
し
ま
し
た
。

④ 

奏
者
の
前
を
退
い
た
二
人
。納
得
の
い
か
な
い
越
後
の
百
姓
が
狐
の
鳴
き
声
を
尋
ね

ま
し
た
。切
羽
詰
ま
っ
た
佐
渡
の
百
姓
は
、「
月
星
日（
つ
き
ほ
し
ひ
）」と
鶯
の
鳴
き

声
を
あ
げ
て
し
ま
い
ま
す
。越
後
の
百
姓
は
刀
を
奪
い
去
っ
て
行
き
、
佐
渡
の
百
姓

は
そ
の
後
を
追
う
の
で
し
た
。

能 
◆ 
砧 

〈
き
ぬ
た
〉

① 

九
州
芦
屋
の
何
某〔
ワ
キ
〕が
訴
訟
の
た
め
の
在
京
が
三
年
に
も
及
ん
だ
の
で
、侍

    

女
の
夕
霧〔
ツ
レ
〕に
今
年
の
暮
れ
に
は
必
ず
帰
郷
す
る
と
い
う
知
ら
せ
を
妻
へ

     

伝
え
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。

② 

夕
霧
は
都
か
ら
九
州
へ
下
り
、芦
屋
の
里
に
到
着
、案
内
を
乞
い
ま
す
。

③ 

何
某
の
家
で
は
、妻〔
前
シ
テ
〕が
一
人
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

④ 

妻
と
夕
霧
の
対
面
。妻
は
夕
霧
の
都
住
ま
い
を
う
ら
や
み
、
夫
の
心
を
信
じ
た
自
ら

の
愚
か
さ
を
嘆
く
の
で
し
た
。

⑤ 

折
し
も
里
人
の
打
つ
砧
（
布
を
槌
で
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
た
め
の
道
具
）
の
音
が

聞
こ
え
て
き
ま
す
。妻
は
古
代
中
国
の
蘇
武
の
故
事
を
思
い
出
し
ま
す
。敵
の
胡
国

に
捕
ら
わ
れ
た
蘇
武
を
思
い
や
り
、故
郷
の
妻
が
高
楼
に
上
っ
て
砧
を
打
っ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
音
色
が
蘇
武
に
聞
こ
え
た
の
で
す…

…

。妻
は
自
分
も
砧
を
打
っ
て
心
を

慰
め
よ
う
と
し
ま
す
。

⑥ 

妻
と
夕
霧
は
砧
を
見
つ
め
、物
思
い
に
ふ
け
り
ま
す
。

⑦ 

妻
は
蘇
武
の
故
事
に
倣（
な
ら
）い
、
砧
の
音
を
風
に
乗
せ
る
よ
う
に
、
夫
へ
の
思
慕

を
込
め
て
砧
を
打
ち
ま
す
。

⑧ 

す
る
と
、
妻
の
も
と
に
今
年
の
暮
れ
も
帰
国
で
き
な
い
と
い
う
夫
の
知
ら
せ
が
届
き

ま
す
。あ
ま
り
の
落
胆
に
つ
い
に
妻
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

⑨ 

芦
屋
の
何
某
の
召
使〔
ア
イ
〕が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
、
妻
の
死
と
芦
屋
の
何
某
の
帰

国
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

⑩ 

従
者〔
ワ
キ
ツ
レ
〕を
伴
い
帰
国
し
た
夫
。梓
弓
の
弦
を
鳴
ら
し
て
妻
の
霊
魂
を
招
き

寄
せ
る
呪
法
を
お
こ
な
い
ま
す
。

⑪ 

妻
の
霊〔
後
シ
テ
〕の
出
現
。妻
は
、
あ
ま
り
に
夫
を
思
っ
た
が
故
に
邪
淫
の
罪
で
地

獄
に
堕
ち
て
い
た
の
で
し
た
。地
獄
の
炎
の
責
め
苦
を
受
け
る
妻
。

⑫ 

妻
の
霊
は
夫
へ
の
恋
心
と
恨
み
を
切
々
と
訴
え
ま
す
。

⑬ 

法
華
経
に
よ
る
供
養
の
お
か
げ
で
妻
は
つ
い
に
成
仏
し
た
の
で
し
た
。

能 

◆ 

紅
葉
狩 

鬼
揃  

〈
も
み
じ
が
り
・
お
に
ぞ
ろ
い
〉

① 

作
リ
物（
舞
台
装
置
）の
運
び
出
し
。紅
葉
の
山
と
巌
を
表
し
て
い
ま
す
。

② 

信
濃
国
戸
隠
山
は
紅
葉
の
盛
り
。女
た
ち〔
前
シ
テ
・
前
ツ
レ
〕が
連
れ
立
っ
て
紅
葉

狩
に
出
か
け
、紅
葉
の
木
陰
で
休
む
こ
と
に
。侍
女〔
ア
イ
〕が
宴
の
準
備
を
し
ま
す
。

③ 

狩
り
を
し
て
い
た
武
将
の
平
維
茂〔
た
い
ら
の
こ
れ
も
ち
・
ワ
キ
〕が
、
従
者〔
ワ
キ

ツ
レ
〕と
勢
子〔
ワ
キ
ツ
レ
〕を
伴
い
、馬
で
通
り
か
か
り
ま
す
。

④ 

人
影
が
見
え
た
の
で
、
維
茂
は
従
者
に
様
子
を
う
か
が
い
に
行
か
せ
る
と
、
身
分
の

高
い
女
た
ち
が
宴
を
催
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。維
茂
は
失
礼
の
な
い
よ
う
に

馬
か
ら
降
り
て
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
ま
す
。

⑤ 

維
茂
は
美
し
い
女
に
引
き
止
め
ら
れ
、宴
に
加
わ
り
ま
す
。

⑥ 

酒
を
勧
め
ら
れ
た
維
茂
は
、女
た
ち
の
優
雅
な
舞
に
見
と
れ
て
い
る
う
ち
に
眠
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

⑦ 

辺
り
が
暗
く
な
り
、空
が
荒
れ
、女
た
ち
の
様
子
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

⑧ 

女
た
ち
は
寝
入
っ
て
い
る
維
茂
に「
夢
を
覚
ま
す
な
」と
言
い
残
し
、姿
を
隠
し
ま
す
。

⑨ 

維
茂
の
夢
に
八
幡
神
に
仕
え
る
武
内
の
神〔
ア
イ
〕が
現
わ
れ
ま
す
。神
は
、
女
た
ち

が
戸
隠
山
の
鬼
で
あ
る
と
維
茂
に
告
げ
、
太
刀
を
授
け
、
目
を
覚
ま
す
よ
う
に
と
声

を
か
け
立
ち
去
り
ま
す
。

⑩ 

維
茂
が
起
き
る
と
、稲
妻
が
走
り
雷
鳴
が
轟
き
、風
が
吹
き
荒
れ
ま
す
。

⑪ 

恐
ろ
し
い
鬼
た
ち
が
出
現
。鬼
は
岩
の
上
や
空
か
ら
炎
を
放
っ
て
維
茂
を
威
嚇
。維

茂
は
落
ち
着
い
て
心
の
中
で
八
幡
神
に
祈
り
立
ち
向
か
い
ま
す
。激
し
い
戦
い
の

末
、維
茂
は
見
事
に
鬼
た
ち
を
退
治
し
た
の
で
し
た
。

【
舞
台
展
開
】

終
了
予
定 

十
八
時
二
十
分

狂
　
言

能

花

　

月

観

世

芳

伸

武

田

宗

和

　

野

村

昌

司

観

世

恭

秀

　
山
階
彌
右
衛
門

武

田

章

志
村

瀨
　

慧

佐

渡

狐

三

宅

右

近

小
早
川
泰
輝

武

田　

照

坂

井

音

晴

武

田

文

志

坂

井

音

隆

藤

波

重

孝

武

田

志

房

坂

口

貴

信

紅

葉

狩

附

祝

言

森

　

常

好

佃

　

良

勝

曽

和

正

博

田

口

亮

二

髙
梨

万

里

木

月

宣

行

坂

井

音

雅

　

幸

二

郎

　

関

根

知

孝

坂

井

音

重

藤

波

重

孝

前

田

晃

一

三

宅

近

成

休

憩

三

十

分

武

田

崇

史

武

田

　

照

清

水

義

也

松

木

千

俊

佐

川

勝

貴

武

田

文

志

亀

井

広

忠

大

山

容

子

一

噌
隆
之

三

宅

右

矩

髙
澤

祐

介

能

上

田

公

威

武

田

尚

浩

砧

福

王

和

幸

亀

井

忠

雄

田

邊

恭

資

関

根

祥

丸

坂

井

音

晴

坂

井

音

隆

坂

口

貴

信

小

早
川

修

岡

　

久

広

観

世

清

和

浅

見

重

好

三

宅

右

矩

武

田

宗

典

武

田

友

志
矢

野

昌

平

澤

田

晃

良

藤

田

貴

寛

角

前

田

晃

一

金

田

弘

明

鬼

揃

休

憩

三

十

分

小
寺
真
佐
人

一

噌
庸
二

能

梅

村

昌

功

野

口

琢
弘

吉

田

祐

一



　

能
に
登
場
す
る
花
月
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

舞
台
で
は
「
喝
食
（
か
っ
し
き
）」
と
い
う
年
若
い
男
の
能
面
を
用

い
る
の
で
、
少
年
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
伝
わ
る
で
し
ょ
う
。
喝
食

は
禅
寺
で
食
事
な
ど
の
世
話
を
し
た
稚
児
の
こ
と
で
す
が
、
能
の
花

月
は
清
水
寺
や
近
く
の
雲
居
寺
に
住
ま
い
し
、
人
々
を
芸
で
楽
し
ま

せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
気
に
な
る
の
は
「
七
歳
の
時
に
天
狗
に
さ
ら

わ
れ
、
山
廻
（
や
ま
め
ぐ
）
り
を
し
て
い
た
」
と
い
う
前
半
生
で
す
。

天
狗
に
連
れ
ら
れ
て
、
九
州
彦
の
山
・
四
王
寺
（
大
野
山
）・
四
国

の
松
山
白
峯
・
鳥
取
の
大
山…

…

富
士
山
、
そ
し
て
清
水
へ
。「
山

廻
り
」
に
は
ど
こ
か
御
伽
草
子
や
童
話
の
よ
う
な
趣
も
感
じ
ら
れ
ま

す
が
、舞
で
花
月
は
「
悲
し
け
れ
」
と
謡
っ
て
い
ま
す
。「
悲
し
け
れ
」

の
背
景
に
は
、
天
狗
を
山
伏
と
み
な
し
た
場
合
、
中
世
の
山
伏
と
稚

児
の
関
係
も
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
能
で
は
、

離
れ
離
れ
だ
っ
た
父
と
子
が
め
で
た
く
再
会
す
る
と
い
う
筋
の
中

で
、
花
月
が
明
る
い
春
の
日
、
満
開
の
桜
の
下
で
次
々
と
中
世
に
流

行
し
た
芸
能
を
披
露
し
て
い
く
の
が
眼
目
で
す
。

　

花
月
は
、
自
分
の
名
前
の
由
来
を
「《
月
》
は
永
遠
に
常
に
存
在

す
る
も
の
で
あ
り
、「
か
」
の
字
は
四
季
に
応
じ
て
《
花
・瓜
・
菓
・火
》

と
い
う
同
じ
音
の
風
物
に
当
て
は
ま
り
、そ
の
う
え
「
因
果
」
の
《
果
》

で
も
あ
る
」
と
披
露
し
ま
す
。
大
仰
な
自
己
紹
介
で
す
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
花
月
と
い
う
少
年
の
登
場
を
印
象
付
け
る
効
果
が
あ
り
ま

す
。
鶯
を
弓
矢
で
狙
う
場
面
で
も
自
分
を
中
国
の
弓
の
名
人 

養
由

（
よ
う
ゆ
う
）
に
対
比
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
名
乗
り
や
自

分
ア
ピ
ー
ル
は
、
す
で
に
そ
れ
自
体
が
言
葉
の
面
白
さ
を
見
せ
る
芸

と
も
い
え
ま
す
。

　

花
月
は
門
前
の
男
と
「
恋
は
く
せ
者
」
と
い
う
小
歌
（
こ
う
た
）

を
謡
い
ま
す
。
小
歌
は
中
世
の
流
行
歌
謡
で
、
能
で
は
独
特
の
複
雑

な
拍
子
当
た
り
で
謡
わ
れ
ま
す
。〈
花
月
〉
の
小
歌
は
「
さ
ら
」
の

音
が
豊
か
に
響
き
、
門
前
の
男
と
の
関
係
を
疑
い
た
く
な
る
よ
う
な

艶
っ
ぽ
い
雰
囲
気
が
漂
い
ま
す
。
そ
し
て
小
歌
か
ら
秀
逸
な
流
れ
で

鶯
を
弓
矢
で
狙
う
場
面
に
繋
が
り
ま
す
。
こ
の
場
面
は
言
葉
の
芸
と

も
モ
ノ
マ
ネ
の
一
つ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
小
弓
（
こ
ゆ
み
）
は
、

中
世
に
は
春
の
子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
の
指
摘

も
あ
り
、
ま
さ
に
春
を
舞
台
に
し
た
能
に
ふ
さ
わ
し
い
芸
で
す
。

　

さ
ら
に
、
清
水
寺
の
物
語
を
語
り
舞
う
曲
舞
（
く
せ
ま
い
）
と
八

撥
（
や
つ
ば
ち
・
羯
鼓
舞
）。「
羯
鼓
」
は
腰
に
付
け
た
羯
鼓
を
撥
で

打
ち
な
が
ら
舞
い
ま
す
。
独
特
の
旋
律
や
拍
子
に
合
わ
せ
た
軽
快
な

足
拍
子
が
、
見
る
者
の
心
を
浮
き
立
て
て
い
き
ま
す
。
最
後
は
「
山

廻
り
（
や
ま
め
ぐ
り
）」
の
舞
で
す
。「
山
廻
り
」
で
花
月
は
「
簓
（
さ

さ
ら
）」
と
い
う
楽
器
（
茶
筅
の
よ
う
に
竹
を
細
く
束
ね
て
、
棒
で

摺
る
）
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
舞
台
で
は
撥
を
簓
に

見
立
て
て
所
作
を
し
ま
す
が
、
簓
も
羯
鼓
も
中
世
に
非
常
に
流
行
し

た
芸
能
で
し
た
。
世
阿
弥
が
能
の
作
り
方
を
記
し
た
『
三
道
（
さ
ん

ど
う
）』
に
は
、「
放
下
（
ほ
う
か
）
に
は
自
然
居
士
（
じ
ね
ん
こ
じ
）・

花
月
・
東
岸
居
士
・
西
岸
居
士
な
ど
の
遊
狂
」
と
見
え
ま
す
。「
放
下
」

は
半
分
僧
半
分
俗
人
と
い
っ
た
存
在
で
、
出
家
な
が
ら
も
髪
を
剃
っ

た
り
は
せ
ず
、
説
法
や
芸
能
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
の
放
下
の
芸

の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
の
が
、
簓
や
羯
鼓
で
す
。
ま
さ
に
〈
花
月
〉

は
中
世
の
息
吹
を
伝
え
る
作
品
な
の
で
す
。

　

狂
言
に
は
、
め
で
た
さ
が
主
題
の
脇
狂
言
と
い
う
作
品
群
が
あ
り
、

そ
の
中
に
は
百
姓
物
と
呼
ば
れ
る
曲
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
百
姓
物

は
、
地
方
の
百
姓
が
年
貢
を
納
め
る
た
め
に
都
に
上
り
、
奏
者
（
そ

う
し
ゃ
・
取
次
役
）
に
年
貢
を
納
め
、
自
分
た
ち
の
国
や
年
貢
の
品

な
ど
を
読
み
込
ん
だ
和
歌
を
詠
ん
だ
り
、
年
貢
の
品
の
謂
れ
を
語
っ

た
り
し
て
歌
舞
を
見
せ
、
そ
の
褒
美
と
し
て
雑
税
を
免
除
さ
れ
て
、

　
　能 

◆
花
月
〈
か
げ
つ
〉

【
解
説
】

め
で
た
く
帰
国
す
る
と
い
う
、
ほ
ぼ
一
定
の
展
開
に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
佐
渡
狐
〉
も
百
姓
物
の
一
つ
で
、
前
半
は
こ
の
流
れ
に
当
て
は
ま

り
ま
す
が
、途
中
か
ら
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
き
ま
す
。〈
佐
渡
狐
〉

は
、右
の
流
れ
に
「
佐
渡
に
狐
が
い
る
か
、い
な
い
か
」
と
い
う
話
と
、

「
袖
の
下
」
い
わ
ゆ
る
賄
賂
の
要
素
を
加
え
て
い
る
点
が
特
色
で
す
。

　

新
潟
県
の
佐
渡
島
は
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
島
で
す
が
、
な
ぜ

か
佐
渡
に
狐
は
い
な
い
と
い
う
俗
説
が
江
戸
時
代
に
広
ま
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
例
え
ば
辞
書
『
俚
言
集
覧
（
り
げ
ん
し
ゅ
う
ら
ん
）』

で
は
佐
渡
に
「
貉
（
む
じ
な
）
の
外
に
は
獣
な
し
。
鼠
だ
に
ゐ
ず
と

或
人
い
へ
り
。
地
千
里
な
ら
ざ
れ
ば
虎
を
生
せ
ず
、
地
百
里
な
ら
ざ
れ

ば
狐
を
生
せ
ず
と
い
ふ
」、南
町
奉
行
を
務
め
た
根
岸
鎮
衛
（
し
ず
も
り
）

の
雑
話
集
『
耳
袋
』
に
は
「
諺
に
い
ふ
三
郡
（
佐
渡
の
三
つ
の
地
域
）

に
狐
な
し
と
伝
へ
し
通
り
、
佐
渡
の
国
に
は
狐
な
き
由
」
と
見
え
ま

す
。
佐
渡
の
昔
話
に
は
、
貉
ま
た
は
寺
の
住
職
が
狐
を
だ
ま
し
た
結

果
、
島
か
ら
狐
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
話
も
伝
わ
り
ま
す
。

　

狂
言
の
台
本
は
江
戸
時
代
の
初
期
頃
か
ら
本
格
的
に
書
き
留
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
江
戸
初
期
の
台
本
に
は
〈
佐
渡

狐
〉
は
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
曲
は
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
百
姓
物
の
展
開
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、

そ
こ
に
前
述
し
た
狐
の
こ
と
や
賄
賂
の
話
と
い
っ
た
江
戸
時
代
ら
し

さ
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
時
代
性
に
よ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

佐
渡
の
百
姓
の
頑
な
な
行
動
に
は
、
間
違
い
を
認
め
た
く
な
い
、

弱
い
と
こ
ろ
を
見
せ
た
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
誰
し
も
が
持
ち
う

る
思
い
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
最
初
は
こ
っ
そ
り
と
渡
さ
れ
る「
袖

の
下
」
を
渋
い
顔
で
断
っ
た
奏
者
は
、
結
局
は
受
け
取
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
人
間
味
溢
れ
る
人
物
た
ち
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く

狐
の
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
に
あ
や
ふ
や
な
佐
渡
の
百
姓
や
、
そ
れ
を

見
て
慌
て
る
奏
者
、
割
っ
て
入
ろ
う
と
す
る
越
後
の
百
姓
と
、
三
人

三
様
の
行
動
が
笑
い
を
誘
い
ま
す
。

　

世
阿
弥
の
語
っ
た
言
葉
を
息
子
の
観
世
元
能
（
も
と
よ
し
）
が
書

き
留
め
た
『
申
楽
談
儀
（
さ
る
が
く
だ
ん
ぎ
）』
に
は
、〈
砧
〉
に
つ

い
て
の
有
名
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。

　

静
か
な
り
し
夜
、
砧
の
能
の
節
︵
ふ
し
︶
を
聞
き
し
に
、
か

よ
う
の
能
の
味
わ
い
は
、
末
の
世
に
知
る
人
有
ま
じ
け
れ
ば
、

書
き
置
く
も
物
く
さ
き
由
、
物
語
せ
ら
れ
し
也
。
し
か
れ
ば
、

無
上
無
味
の
み
な
る
所
は
、
味
わ
う
べ
き
こ
と
な
ら
ず
。

　

こ
の
記
事
か
ら
は
、〈
砧
〉
が
世
阿
弥
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
と
同
時
に
、
今
の
世
で
は
価
値
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
世
阿
弥
の
嘆
き
も
伝
わ
り
ま
す
。〈
砧
〉
を
「
無
上
無
味
」

と
い
う
味
わ
い
を
越
え
た
無
上
の
妙
味
と
世
阿
弥
自
ら
評
価
し
て
い

る
の
も
興
味
深
い
点
で
す
。

　

世
阿
弥
の
次
世
代
に
は
、甥
の
音
阿
弥
（
お
ん
あ
み
）
に
よ
る
〈
砧
〉

の
演
能
と
、
女
婿
の
金
春
禅
竹
が
〈
砧
〉
に
言
及
し
た
伝
書
記
事
は

確
認
で
き
る
の
で
す
が
、
室
町
時
代
中
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か

け
て
は
〈
砧
〉
の
上
演
記
録
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。〈
砧
〉
に
は
上

演
が
途
絶
え
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
謡
い
物
と
し
て
享

受
さ
れ
て
お
り
、
珍
し
い
能
を
好
ん
で
い
た
五
代
将
軍 

徳
川
綱
吉

の
時
代
に
な
っ
て
、
能
と
し
て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
習
い
の

能
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
大
曲
で
す
。

　

妻
が
夫
を
想
っ
て
打
つ
砧
の
場
面
に
は
、
砧
に
ま
つ
わ
る
漢
詩
が

数
多
く
引
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
が
中
国
の
『
漢
書
（
か
ん

じ
ょ
）』「
蘇
武
伝（
そ
ぶ
で
ん
）」の
話
で
す
。
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、

漢
詩
や
『
平
家
物
語
』
の
挿
話
、
及
び
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
な

ど
を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
き
ま
す
。〈
砧
〉
の
妻
は
蘇
武
の
妻
の
よ

う
に
高
楼
の
上
で
砧
は
打
ち
ま
せ
ん
が
、
そ
の
代
わ
り
に
〈
砧
〉
で

は
「
風
」
に
砧
の
音
を
乗
せ
て
届
け
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
こ

《
花
影
会 

第
50
回
へ
の
あ
ゆ
み
》

太加志主催
昭和54年～

志房主催
  昭和60年～

志房・友志・文志主催
平成11年～

　
　狂

言 
◆
佐
渡
狐
〈
さ
ど
ぎ
つ
ね
〉

れ
も
漢
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
す
が
、「
松
の
声
・
松
風
・
秋
風
・

山
風
・
嵐
・
風
の
気
色
・
夜
嵐
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
「
風
」
が
繰
り
返

し
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
風
に
乗
っ
た
砧
の
音
は
、
秋
の
虫
の
音

と
妻
の
涙
と
混
然
と
な
っ
て
「
ほ
ろ
ほ
ろ
、
は
ら
は
ら
は
ら
」
の
響

き
に
集
約
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
悲
し
く
も
し
み
じ
み
と
し
た
名
場
面

で
す
。

　

後
半
に
妻
は
地
獄
に
堕
ち
た
亡
者
と
し
て
現
れ
ま
す
。
地
獄
で
は
、

鬼
か
ら
砧
を
打
つ
よ
う
に
責
め
ら
れ
て
も
叫
び
声
も
出
ず
、
砧
の
音

も
松
風
も
聞
こ
え
ず
、
た
だ
鬼
の
責
め
さ
い
な
む
声
が
す
る
だ
け
と
、

妻
は
訴
え
ま
す
。
さ
ら
に
は
火
焔
に
も
責
め
ら
れ
る
非
常
に
凄
惨
な

地
獄
で
す
。「
恐
ろ
し
や
」
と
崩
れ
落
ち
る
妻
の
姿
に
心
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
妻
の
霊
は
夫
へ
の
怨
み
を
切
々
と
述
べ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
場
面
に
も
蘓
武
の
妻
の
話
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
妻
の
霊
は
自

分
の
打
っ
た
砧
の
音
を
聞
い
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
夫
を
責
め
ま

す
。
世
阿
弥
は
夢
幻
能
の
形
式
を
確
立
し
、
霊
が
過
去
を
振
り
返
る

能
を
数
多
く
作
り
ま
し
た
。〈
砧
〉
も
前
半
に
妻
の
霊
の
化
身
が
登

場
し
、
砧
を
打
っ
た
過
去
を
昔
物
語
と
し
て
語
る
と
い
う
夢
幻
能
に

作
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
し
か
し
妻
の
絶
望
、
怨
み
、
悲
し
み

は
昔
物
語
と
す
る
に
は
激
し
く
強
す
ぎ
る
感
情
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
、
世
阿
弥
は
夫
が
立
ち
会
っ

て
お
こ
な
わ
れ
る
妻
の
招
魂
の
場
を
設
定
し
て
、
法
華
経
に
よ
っ
て

砧
の
声
が
「
菩
提
の
種
」
と
な
る
救
済
の
結
末
を
用
意
し
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

美
し
く
優
し
げ
な
女
が
実
は
鬼
だ
っ
た…

…

。
恐
ろ
し
い
鬼
が
い

き
な
り
現
れ
て
、
武
将
と
戦
う
の
で
は
な
く
、
美
女
に
化
け
た
鬼
が

武
将
を
誘
惑
し
た
う
え
で
襲
う
と
い
う
展
開
に
面
白
さ
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
趣
向
の
中
心
が
美
女
の
舞
で
す
。
最
初
は
美
し
く
優
雅
に
、

次
第
に
ど
こ
か
妖
し
い
雰
囲
気
が
漂
う
舞
。
や
が
て
武
将
の
平
維
茂

（
こ
れ
も
ち
）（
ワ
キ
）
が
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
う
と
、
天
候
が
急
変

…
…

。
と
い
う
よ
う
に
劇
的
に
出
来
事
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
ほ

か
に
も
工
夫
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
能
で
は
ど
こ
が
物
語
の
舞
台
な

の
か
、最
初
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、〈
紅
葉
狩
〉

で
は
維
茂
の
前
に
武
内
の
神
（
ア
イ
）
が
現
れ
る
、
間
狂
言
の
場
面

に
な
っ
て
初
め
て
舞
台
が
戸
隠
山
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
間

狂
言
の
役
割
が
非
常
に
大
切
な
作
品
で
す
。
こ
の
よ
う
な
劇
的
な
展

開
に
加
え
て
作
リ
物
の
紅
葉
の
山
が
出
さ
れ
、
ワ
キ
が
活
躍
し
、
多

く
の
人
物
が
登
場
す
る
華
や
か
な
印
象
の
能
で
す
。
こ
う
い
っ
た
作

品
の
特
徴
は
、
室
町
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
観
世
信
光
（
の
ぶ
み
つ
）

の
作
品
に
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
信
光
は
本
曲
を
は
じ
め
〈
船
弁

慶
〉
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
〈
紅
葉
狩
〉
の
テ
ー
マ
カ
ラ
ー
は
紅
（
く
れ
な
い
）
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
色
づ
い
た
紅
葉
。
そ
し
て
「
林
間
に
酒
を
煖
（
あ

た
た
）
め
て
紅
葉
（
こ
う
よ
う
）
を
焼
（
た
）
く
と
か
や
」
と
い
う
『
和

漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
を
引
い
て
謡
わ
れ
る
酒
と
紅
葉
の
イ
メ
ー
ジ
や
、

紅
葉
に
照
ら
さ
れ
る
よ
う
な
美
女
の
顔
ば
せ
の
描
写
。
紅
に
染
ま
る

誘
惑
の
場
面
で
す
。
後
半
に
な
る
と
、
そ
こ
に
鬼
た
ち
が
放
ち
降
ら

す
「
雷
火
・
火
焔
・
炎
」
の
紅
が
現
れ
ま
す
。〈
紅
葉
狩
〉
の
紅
に

は
艶
や
か
な
美
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
禍
々
し
さ
も
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　　

平
維
茂
は
平
安
時
代
中
期
の
武
将
で
、
武
勇
に
優
れ
た
信
仰
心
の

篤
い
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
維
茂
は
信
濃
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
人
々
を
苦
し
め
る
戸
隠
山
の
鬼
を
勅
命

に
よ
っ
て
維
茂
が
退
治
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
が
〈
紅
葉

狩
〉
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
に

〈
紅
葉
狩
〉
の
話
は
、
絵
巻
物
や
歌
舞
伎
舞
踊
な
ど
に
も
展
開
し
て

い
き
ま
し
た
。

　

本
日
は
小
書
（
特
別
演
出
）「
鬼
揃
」
で
の
上
演
で
す
。
そ
の
名

の
と
お
り
、
前
半
で
登
場
し
た
侍
女
た
ち
も
後
半
に
鬼
と
な
っ
て
再

び
現
れ
ま
す
。
前
半
の
酒
宴
の
場
面
で
は
侍
女
た
ち
が
「
相
舞
（
あ

い
ま
い
・
二
人
で
舞
う
こ
と
）」
を
し
た
り
、
酌
を
し
た
り
、
全
員

で
維
茂
を
誘
惑
し
ま
す
。
華
や
か
さ
と
恐
ろ
し
さ
が
倍
増
す
る
演
出

で
す
。

　
　能 

◆
砧
〈
き
ぬ
た
〉






