
︻
舞
台
展
開
︼

　︿
翁
﹀

⓪
鏡
の
間
に
設
け
ら
れ
た
祭
壇
に﹁
翁
面︹
白
式
尉
︺︵
は
く
し
き
じ
ょ
う
︶﹂

と
﹁
黒
式
尉
︵
こ
く
し
き
じ
ょ
う
︶﹂
の
面
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
︒演
者
が
揃

い
︑神
酒
を
い
た
だ
き
ま
す
︒開
始
直
前
に
後
見
が
揚
幕
を
少
し
引
き
開
け

て
火
打
ち
石
で
火
を
切
り
︑場
を
清
め
ま
す
︒

①
演
者
全
員
が
入
場
︒先
頭
は
面
箱
持
︵
め
ん
ば
こ
も
ち
︶︑
二
人
目
は
翁

の
大
夫
︑
三
人
目
は
千
歳
︵
せ
ん
ざ
い
︶︑
四
人
目
は
三
番
三
︵
さ
ん
ば
そ

う
︶︒続
い
て
囃
子
方
の
笛
・
小
鼓︹
三
人
︺・
大
鼓
・
太
鼓
︑シ
テ
方
の
後
見
︑

狂
言
方
の
後
見
︑地
謡
が
登
場
し
ま
す
︒

②
大
夫
が
舞
台
先
で
礼
を
し
ま
す
︒こ
の
礼
は
上
演
に
あ
た
っ
て
神
に
対

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
︒

③
大
夫
が﹁
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら…

…

﹂と
謡
い
出
し
︑
地
謡
と
掛

け
合
い
ま
す
︒

④
千
歳
が
颯
爽
と
し
た
露
払
い
の
舞
を
舞
い
ま
す
︒こ
の
間
に
大
夫
が
翁
面

を
か
け
ま
す
︒

⑤
翁
の
謡
︒千
年
の
寿
命
を
持
つ
鶴
は
万
歳
楽
と
鳴
き
︑
万
年
の
寿
命
の
亀

は
甲
羅
に
天
・
地
・
人
の
三
つ
を
載
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
謡
い
︑
天
下
泰

平
・
国
土
安
穏
を
祈
り
ま
す
︒

⑥
翁
の
舞
︒厳
粛
で
荘
重
な
舞
で
す
︒舞
台
の
三
ヵ
所
で
そ
れ
ぞ
れ
﹁
天
の

拍
子
﹂﹁
地
の
拍
子
﹂﹁
人
の
拍
子
﹂と
呼
ば
れ
る
足
拍
子
を
踏
み
ま
す
︒﹁
千

秋
万
歳
﹂
の
謡
で
は
︑
両
手
を
大
き
く
左
右
に
開
い
た
印
象
的
な
所
作
が

あ
り
ま
す
︒

⑦
翁
は
翁
面
を
と
り
外
し
礼
の
後
に
幕
へ
入
り
ま
す︹
翁
帰
り
︺︒千
歳
も
退
場
︒

⑧
三
番
三
が
喜
び
の
謡
を
謡
い
︑﹁
揉
之
段︵
も
み
の
だ
ん
︶﹂を
舞
い
ま
す
︒

三
番
三
自
身
が
掛
け
声
を
か
け
る
︑
躍
動
的
な
舞
︒後
半
に
は
両
足
を
揃

え
て
飛
ぶ﹁
烏
飛
び
﹂と
い
う
所
作
も
あ
り
ま
す
︒

⑨
三
番
三
が
後
見
座
で
黒
式
尉
の
面
を
か
け
る
と
︑
面
箱
持
が
め
で
た
い

世
が
続
く
よ
う
に
舞
っ
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
す
︒言
葉
を
掛
け
合
っ
た
後

に
︑三
番
三
は
鈴
を
受
け
取
り
ま
す
︒

⑩
三
番
三
は
鈴
を
振
り
な
が
ら﹁
鈴
之
段
﹂を
舞
い
ま
す
︒種
蒔
き
の
よ
う

に
見
え
る
所
作
や
柱
に
鈴
を
振
り
込
む
な
ど
の
独
特
の
所
作
が
あ
り
ま

す
︒笛
の
非
常
に
高
い
音︹
ヒ
シ
ギ
︺が
入
る
と
︑囃
子
も
徐
々
に
速
く
な
り
︑

動
き
も
鈴
の
響
き
も
激
し
く
な
り
ま
す
︒

⑪
三
番
三
は
黒
式
尉
の
面
を
外
し
︑
面
箱
持
と
と
も
に
幕
へ
入
り
ま
す
︒鼓

の
二
人
も
退
場
︒地
謡
が
舞
台
右
奥
に
移
動
し
︑続
い
て
脇
能︿
鶴
亀
﹀が
始

ま
り
ま
す
︒

　︿
鶴
亀
﹀

⓪
後
見
が
一
畳
台
と
大
宮
の
作
リ
物
︹
舞
台
装
置
︺
を
運
び
出
し
ま
す
︒舞
台

は
古
代
中
国
唐
の
時
代
︒作
リ
物
は
皇
帝
の
宮
殿
を
表
し
ま
す
︒

①
玄
宗
皇
帝
に
仕
え
る
宮
中
の
官
人︹
役
人
︺︹
ア
イ
︺が
現
れ
︑
皇
帝
が
立

派
な
君
主
で
あ
る
の
で
︑世
が
平
和
に
治
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
ま
す
︒こ
れ
か

ら
皇
帝
が
月
宮
殿
に
行
幸
さ
れ
る
の
で
︑
臣
下
た
ち
に
宮
殿
へ
集
ま
る
よ

う
に
触
れ
回
り
ま
す
︒

②
荘
厳
な﹁
真
ノ
来
序︵
し
ん
の
ら
い
じ
ょ
︶﹂の
囃
子
が
演
奏
さ
れ
︑皇
帝︹
シ

テ
︺が
大
臣︹
ワ
キ
︺や
臣
下
た
ち︹
ワ
キ
ツ
レ
︺を
引
き
連
れ
て
登
場
︒春
の

最
初
の
節
会
︵
せ
ち
え
︶︹
儀
式
の
宴
会
︺
が
始
ま
り
ま
す
︒臣
下
た
ち
が
列

を
な
し
て
集
ま
り
︑
皇
帝
を
礼
拝
す
る
声
が
天
に
響
き
渡
り
ま
す
︒宮
殿
の

壮
麗
な
庭
の
有
様
が
謡
わ
れ
ま
す
︒池
の
汀
に
は
鶴
と
亀
が
い
ま
す
︒

③
大
臣
が
鶴
と
亀
に
舞
を
舞
わ
せ
る
こ
と
を
皇
帝
に
申
し
上
げ
ま
す
︒鶴
・

亀︹
ツ
レ
︺が﹁
中
之
舞︵
ち
ゅ
う
の
ま
い
︶﹂を
舞
い
始
め
ま
す
︒

④
鶴
と
亀
は
舞
い
遊
び
︑一
千
年
の
齢
を
皇
帝
に
お
授
け
し
よ
う
と
参
り
ま

す
︒皇
帝
は
喜
び
︑数
々
の
舞
楽
を
奏
し
︑﹁
楽︵
が
く
︶﹂を
舞
い
ま
す
︒

⑤
ま
る
で
月
の
都
の
宮
殿
で
天
女
の
舞
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
︒

春
の
花
︑
秋
の
紅
葉
︑
冬
の
雪
の
よ
う
な
袂
を
ひ
る
が
え
し
て
︑
殿
上
人
が

舞
楽
を
舞
っ
て
い
ま
す
︒月
の
世
界
の
舞
を
う
つ
し
た
﹁
霓
裳
羽
衣
︵
げ
い

翁
附
　
鶴
亀
・
夷
大
黒

︿
お
き
な
つ
き
　
つ
る
か
め
・
え
び
す
だ
い
こ
く
﹀
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「隅田川」 　写真 前島吉裕

「翁」 　写真 前島吉裕

「鶴亀」 　写真 前島吉裕

し
ょ
う
う
い
︶の
曲
﹂を
奏
し
︑皇
帝
は
国
土
の
豊
か
さ
が
千
年
万
年
と
続
く
よ
う
に
と
祝
い
ま
す
︒そ
し
て
長
寿
を
示
す
長
生
殿
に
皇
帝
は
お
帰
り
に
な
っ
た
の
は
︑め

で
た
い
こ
と
で
し
た
︒

︿
夷
大
黒
﹀

⓪

囃
子
方
は
舞
台
に
残
っ
て
い
ま
す
︒こ
れ
か
ら
脇
狂
言
が
始
ま
り
ま
す
︒

①
﹁
次
第
﹂の
囃
子
が
演
奏
さ
れ
ま
す
︒能
の﹁
次
第
﹂よ
り
も
軽
や
か
な
雰
囲
気
で
す
︒男︹
ア
ド
︺が
登
場
し
ま
す
︒男
は
比
叡
山
の
三
面
の
大
黒
と
西
宮
の
夷
三
郎

に
参
詣
し
た
と
こ
ろ
︑自
宅
に
神
を
招
く
よ
う
に
お
告
げ
を
得
た
の
で
し
た
︒そ
こ
で
し
め
縄
を
飾
り
︑二
神
を
迎
え
る
準
備
を
し
ま
す
︒

②

浮
き
浮
き
と
し
た﹁
下
リ
端︵
さ
が
り
は
︶﹂の
囃
子
に
合
わ
せ
て
︑
夷︹
ア
ド
︺と
大
黒︹
シ
テ
︺が
現
れ
ま
す
︒二
神
は
心
を
合
わ
せ
て
宝
を
衆
生
に
与
え
よ
う
と

謡
い
︑名
乗
り
ま
す
︒男
は
内
へ
招
き
入
れ
ま
す
︒

③

ま
ず
夷
が
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
尊︵
み
こ
と
︶の
間
に
三
番
目
に
生
ま
れ
た
ヒ
ル
コ
で
あ
る
と
由
来
を
語
り
ま
す
︒

④

大
黒
の
語
り
︒比
叡
山
延
暦
寺
が
開
か
れ
た
時
に
︑伝
教
大
師
最
澄
が
衆
徒
三
千
人
を
守
る
天
部
の
神
を
招
く
た
め
に
祈
る
と
大
黒
が
出
現
︒大
黒
は
︑一
日
千

人
し
か
守
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
伝
教
大
師
に
問
わ
れ
る
と
︑た
ち
ま
ち
に
三
面
六
臂︹
一
体
に
三
つ
の
顔
と
六
つ
の
肘
を
備
え
て
い
る
こ
と
︺の
姿
に
な
っ
た
の
で
し

た
︒

⑤

夷
は
囃
子
に
合
わ
せ
て﹁
舞
働
き
﹂を
舞
い
︑欲
し
い
物
を
何
で
も
釣
れ
る
釣
針
と
鯛
を
男
に
与
え
ま
す
︒

⑥

続
い
て
︑大
黒
も﹁
舞
働
き
﹂を
舞
う
と
︑宝
物
を
入
れ
た
袋
と
打
出
の
小
槌
を
授
け
ま
す
︒

⑦

二
神
は
︑一
旦
は
帰
ろ
う
と
し
ま
す
が
︑こ
の
場
所
の
守
り
神
に
な
る
た
め
に
留
ま
る
の
で
し
た
︒

◆
隅
田
川︹
す
み
だ
が
わ
︺

⓪

後
見
が
塚
の
作
リ
物
を
運
び
出
し
ま
す
︒こ
の
作
リ
物
は
︑ま
だ
物
語
の
進
行
に
は
関
わ
っ
て
は
き
ま
せ
ん
︒

①
﹁
名
ノ
リ
笛
﹂の
演
奏
︒武
蔵
国
隅
田
川
の
渡
し
守︹
ワ
キ
︺が
登
場
︒こ
の
所
で
︑あ
る
事
情
が
あ
っ
て
大
念
仏︵
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
︶が
お
こ
な
わ
れ
る
と
告
げ
ま
す
︒

②

都
の
男︹
ワ
キ
ツ
レ
︺が﹁
次
第
﹂の
囃
子
で
登
場
︒東
国
の
知
人
に
会
う
た
め
に
旅
を
し
︑隅
田
川
に
到
着
︒

③

男
が
渡
し
守
に
声
を
掛
け
る
と
︑
渡
し
守
は
旅
人
の
後
ろ
が
賑
や
か
な
理
由
を
尋
ね
ま
す
︒都
の
女
物
狂︵
お
ん
な
も
の
ぐ
る
い
︶が
面
白
く
舞
っ
て
い
る
と
男
が

答
え
︑二
人
は
物
狂
の
到
着
を
待
つ
こ
と
に
し
ま
す
︒

④

緩
急
の
あ
る
囃
子﹁
一
声︵
いっ
せ
い
︶﹂で
女
物
狂︹
シ
テ
︺が
笹
を
担
げ
現
れ
ま
す
︒物
狂
は
我
が
子
の
行
方
を
尋
ね
︑
心
を
高
ぶ
ら
せ﹁
カ
ケ
リ
﹂を
舞
い
ま
す
︒

物
狂
は
都
北
白
川
の
者
で
︑一
人
息
子
を
人
商
人
に
か
ど
わ
か
さ
れ
︑
そ
の
跡
を
追
っ
て
遠
く
東
の
国
︑
武
蔵
と
下
総
の
境
に
あ
る
隅
田
川
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
し

た
︒

⑤

物
狂
が
乗
船
を
乞
う
と
︑渡
し
守
は
物
狂
の
芸
を
見
せ
る
よ
う
に
言
い
ま
す
︒物
狂
は﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
東
下
リ
﹂を
踏
ま
え
て
︑川
の
白
い
鳥
を
カ
モ
メ
と
呼
ん
だ

渡
し
守
に
対
し
て
︑こ
こ
は
隅
田
川
な
の
だ
か
ら
都
鳥
と
言
う
べ
き
だ
と
咎
め
ま
す
︒在
原
業
平︵
あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら
︶の
歌﹁
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
ん
都
鳥

我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
﹂の
歌
に
我
が
子
への
思
い
を
重
ね
て
謡
い
︑東
国
ま
で
の
遠
い
旅
路
を
振
り
返
り
︑乗
船
を
頼
む
の
で
し
た
︒

⑥

感
心
し
た
渡
し
守
は
乗
船
を
許
し
ま
す
︒物
狂
と
旅
人
を
乗
せ
て
︑
舟
は
川
を
渡
っ
て
い
き
ま
す
︒渡
し
守
は
肩
を
脱
ぎ
︑
棹
を
持
ち
ま
す
︒渡
し
守
の
前
に
旅

人
︑物
狂
が
座
り
︑舟
に
乗
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
ま
す
︒

旅
人
が
︑対
岸
の
柳
の
下
に
集
ま
る
多
く
の
人
々
を
目
に
し
ま
す
︒渡
し
守
は
︑そ
れ
は
大
念
仏
の
集
ま
り
で
あ
る
と
教
え
︑由
来
を
語
り
始
め
ま
す…

…

︒去
年
三
月

十
五
日
︒ま
さ
に
今
日
の
こ
と
︒人
商
人
が
都
か
ら
十
二
︑
三
歳
の
少
年
を
連
れ
て
奥
州
へ
向
か
う
途
中
︒少
年
は
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
人
商
人
は
子
を
道
端

に
捨
て
て
去
っ
て
行
き
ま
し
た
︒近
く
の
人
々
が
看
病
を
し
ま
す
が
︑助
か
る
見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒素
姓
を
尋
ね
る
と
︑自
分
は
都
北
白
川
の
吉
田
何
某
の

た
だ
一
人
の
子
︒父
に
先
立
た
れ
︑
母
と
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
人
商
人
に
か
ど
わ
か
さ
れ
た
と
明
か
し
ま
し
た
︒そ
し
て
道
の
傍
に
埋
め
︑
墓
じ
る
し
に
柳
を
植
え

て
ほ
し
い
と
頼
む
と
︑
念
仏
を
唱
え
︑
息
を
引
き
取
っ
た
の
で
し
た…

…

︒途
中
︑
物
狂
は
右
手
を
顔
の
前
に
上
げ
る﹁
シ
オ
リ
﹂を
し
ま
す
︒涙
を
流
し
て
い
る
こ
と
を

表
し
ま
す
︒

⑦

舟
が
対
岸
へ
到
着
︒物
狂
は
座
っ
た
ま
ま
涙
に
く
れ
︑
渡
し
守
に
子
の
年
や
名
前
︑
父
の
名
を
問
い
た
だ
し
ま
す
︒こ
の
子
こ
そ
物
狂
が
探
し
求
め
て
い
た
我
が
子

梅
若
丸
だ
っ
た
の
で
す
︒

⑧

同
情
し
た
渡
し
守
は
︑物
狂︹
梅
若
丸
の
母
︺を
塚︹
作
リ
物
︺へ
案
内
︒母
は
塚
の
前
で
︑姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
嘆
き
悲
し
む
の
で
し
た
︒

⑨

夜
更
け
︒渡
し
守
が
母
に
弔
い
を
す
る
よ
う
に
言
い
︑
鉦
鼓︵
し
ょ
う
ご
︶︹
鉦︵
か
ね
︶︒念
仏
に
合
わ
せ
て
撞
木
で
叩
く
︺を
渡
し
ま
す
︒母
は
ひ
れ
伏
し
て
泣
く

ば
か
り
で
し
た
が
︑う
な
が
さ
れ
︑大
念
仏
に
加
わ
り
ま
す
︒辺
り
に﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂の
念
仏
の
声
が
響
き
渡
り
︑隅
田
川
の
川
波
︑都
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ま
す
︒す

る
と
塚
の
中
か
ら
幼
い
声
の
念
仏
が
聞
こ
え
︑幻
の
よ
う
に
梅
若
丸
の
霊︹
子
方
︺の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
︒母
と
子
は
互
い
に
抱
き
合
お
う
と
し
ま
す
が
︑子
の
姿

は
消
え
失
せ
︑や
が
て
東
の
空
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
て
い
き
ま
す
︒我
が
子
と
見
え
た
の
は
︑塚
の
上
の
草
︒母
の
目
に
は
︑草
の
茂
る
墓
じ
る
し
が
映
る
だ
け
で
し
た
︒



し
ょ
う
う
い
︶の
曲
﹂を
奏
し
︑
皇
帝
は
国
土
の
豊
か
さ
が
千
年
万
年
と
続

く
よ
う
に
と
祝
い
ま
す
︒そ
し
て
長
寿
を
示
す
長
生
殿
に
皇
帝
は
お
帰
り

に
な
っ
た
の
は
︑め
で
た
い
こ
と
で
し
た
︒

　︿
夷
大
黒
﹀

⓪
囃
子
方
は
舞
台
に
残
っ
て
い
ま
す
︒こ
れ
か
ら
脇
狂
言
が
始
ま
り
ま
す
︒

①﹁
次
第
﹂の
囃
子
が
演
奏
さ
れ
ま
す
︒能
の
﹁
次
第
﹂
よ
り
も
軽
や
か
な
雰

囲
気
で
す
︒男
︹
ア
ド
︺
が
登
場
し
ま
す
︒男
は
比
叡
山
の
三
面
の
大
黒
と
西

宮
の
夷
三
郎
に
参
詣
し
た
と
こ
ろ
︑自
宅
に
神
を
招
く
よ
う
に
お
告
げ
を
得

た
の
で
し
た
︒そ
こ
で
し
め
縄
を
飾
り
︑二
神
を
迎
え
る
準
備
を
し
ま
す
︒

②
浮
き
浮
き
と
し
た﹁
下
リ
端︵
さ
が
り
は
︶﹂の
囃
子
に
合
わ
せ
て
︑
夷︹
ア

ド
︺と
大
黒︹
シ
テ
︺が
現
れ
ま
す
︒二
神
は
心
を
合
わ
せ
て
宝
を
衆
生
に
与

え
よ
う
と
謡
い
︑名
乗
り
ま
す
︒男
は
内
へ
招
き
入
れ
ま
す
︒

③
ま
ず
夷
が
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
尊
︵
み
こ
と
︶の
間
に
三
番
目
に
生

ま
れ
た
ヒ
ル
コ
で
あ
る
と
由
来
を
語
り
ま
す
︒

④
大
黒
の
語
り
︒比
叡
山
延
暦
寺
が
開
か
れ
た
時
に
︑
伝
教
大
師
最
澄
が

衆
徒
三
千
人
を
守
る
天
部
の
神
を
招
く
た
め
に
祈
る
と
大
黒
が
出
現
︒大

黒
は
︑一
日
千
人
し
か
守
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
伝
教
大
師
に
問
わ
れ
る

と
︑た
ち
ま
ち
に
三
面
六
臂︹
一
体
に
三
つ
の
顔
と
六
つ
の
肘
を
備
え
て
い
る

こ
と
︺の
姿
に
な
っ
た
の
で
し
た
︒

⑤
夷
は
囃
子
に
合
わ
せ
て﹁
舞
働
き
﹂を
舞
い
︑
欲
し
い
物
を
何
で
も
釣
れ

る
釣
針
と
鯛
を
男
に
与
え
ま
す
︒

⑥
続
い
て
︑大
黒
も﹁
舞
働
き
﹂を
舞
う
と
︑宝
物
を
入
れ
た
袋
と
打
出
の
小

槌
を
授
け
ま
す
︒

⑦
二
神
は
︑一
旦
は
帰
ろ
う
と
し
ま
す
が
︑こ
の
場
所
の
守
り
神
に
な
る
た

め
に
留
ま
る
の
で
し
た
︒

⓪
後
見
が
塚
の
作
リ
物
を
運
び
出
し
ま
す
︒こ
の
作
リ
物
は
︑ま
だ
物
語
の

進
行
に
は
関
わ
っ
て
は
き
ま
せ
ん
︒

①﹁
名
ノ
リ
笛
﹂の
演
奏
︒武
蔵
国
隅
田
川
の
渡
し
守︹
ワ
キ
︺が
登
場
︒こ
の

所
で
︑
あ
る
事
情
が
あ
っ
て
大
念
仏︵
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
︶が
お
こ
な
わ
れ
る
と

告
げ
ま
す
︒

②
都
の
男︹
ワ
キ
ツ
レ
︺が﹁
次
第
﹂の
囃
子
で
登
場
︒東
国
の
知
人
に
会
う

た
め
に
旅
を
し
︑隅
田
川
に
到
着
︒

③
男
が
渡
し
守
に
声
を
掛
け
る
と
︑
渡
し
守
は
旅
人
の
後
ろ
が
賑
や
か
な
理

由
を
尋
ね
ま
す
︒都
の
女
物
狂︵
お
ん
な
も
の
ぐ
る
い
︶が
面
白
く
舞
って
い
る

と
男
が
答
え
︑二
人
は
物
狂
の
到
着
を
待
つ
こ
と
に
し
ま
す
︒

④
緩
急
の
あ
る
囃
子﹁
一
声︵
いっ
せ
い
︶﹂で
女
物
狂︹
シ
テ
︺が
笹
を
担
げ

現
れ
ま
す
︒物
狂
は
我
が
子
の
行
方
を
尋
ね
︑
心
を
高
ぶ
ら
せ
﹁
カ
ケ
リ
﹂

を
舞
い
ま
す
︒物
狂
は
都
北
白
川
の
者
で
︑一
人
息
子
を
人
商
人
に
か
ど
わ

か
さ
れ
︑
そ
の
跡
を
追
っ
て
遠
く
東
の
国
︑
武
蔵
と
下
総
の
境
に
あ
る
隅
田

川
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
し
た
︒

⑤
物
狂
が
乗
船
を
乞
う
と
︑
渡
し
守
は
物
狂
の
芸
を
見
せ
る
よ
う
に
言
い

ま
す
︒物
狂
は﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
東
下
リ
﹂を
踏
ま
え
て
︑川
の
白
い
鳥
を
カ
モ

メ
と
呼
ん
だ
渡
し
守
に
対
し
て
︑
こ
こ
は
隅
田
川
な
の
だ
か
ら
都
鳥
と
言

う
べ
き
だ
と
咎
め
ま
す
︒在
原
業
平︵
あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら
︶の
歌﹁
名
に

し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
ん
都
鳥
我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
﹂
の
歌
に

我
が
子
への
思
い
を
重
ね
て
謡
い
︑東
国
ま
で
の
遠
い
旅
路
を
振
り
返
り
︑乗

船
を
頼
む
の
で
し
た
︒

⑥
感
心
し
た
渡
し
守
は
乗
船
を
許
し
ま
す
︒物
狂
と
旅
人
を
乗
せ
て
︑
舟
は

川
を
渡
っ
て
い
き
ま
す
︒渡
し
守
は
肩
を
脱
ぎ
︑
棹
を
持
ち
ま
す
︒渡
し
守
の

前
に
旅
人
︑
物
狂
が
座
り
︑
舟
に
乗
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
ま
す
︒旅
人
が
︑

対
岸
の
柳
の
下
に
集
ま
る
多
く
の
人
々
を
目
に
し
ま
す
︒渡
し
守
は
︑そ
れ
は

大
念
仏
の
集
ま
り
で
あ
る
と
教
え
︑
由
来
を
語
り
始
め
ま
す…

…

︒去
年
三

   ︻
解
説
︼

月
十
五
日
︒ま
さ
に
今
日
の
こ
と
︒人
商
人
が
都
か
ら
十
二
︑三
歳
の
少
年
を

連
れ
て
奥
州
へ
向
か
う
途
中
︒少
年
は
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
人
商
人

は
子
を
道
端
に
捨
て
て
去
っ
て
行
き
ま
し
た
︒近
く
の
人
々
が
看
病
を
し
ま

す
が
︑助
か
る
見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒素
姓
を
尋
ね
る
と
︑自
分
は

都
北
白
川
の
吉
田
何
某
の
た
だ
一
人
の
子
︒父
に
先
立
た
れ
︑
母
と
暮
ら
し

て
い
た
と
こ
ろ
︑人
商
人
に
か
ど
わ
か
さ
れ
た
と
明
か
し
ま
し
た
︒そ
し
て
道

の
傍
に
埋
め
︑墓
じ
る
し
に
柳
を
植
え
て
ほ
し
い
と
頼
む
と
︑念
仏
を
唱
え
︑

息
を
引
き
取
っ
た
の
で
し
た…

…

︒途
中
︑
物
狂
は
右
手
を
顔
の
前
に
上
げ

る﹁
シ
オ
リ
﹂を
し
ま
す
︒涙
を
流
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
ま
す
︒

⑦
舟
が
対
岸
へ
到
着
︒物
狂
は
座
っ
た
ま
ま
涙
に
く
れ
︑
渡
し
守
に
子
の
年

や
名
前
︑
父
の
名
を
問
い
た
だ
し
ま
す
︒こ
の
子
こ
そ
物
狂
が
探
し
求
め
て

い
た
我
が
子
梅
若
丸
だ
っ
た
の
で
す
︒

⑧
同
情
し
た
渡
し
守
は
︑
物
狂︹
梅
若
丸
の
母
︺を
塚︹
作
リ
物
︺へ
案
内
︒母

は
塚
の
前
で
︑姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
嘆
き
悲
し
む
の
で
し
た
︒

⑨
夜
更
け
︒渡
し
守
が
母
に
弔
い
を
す
る
よ
う
に
言
い
︑
鉦
鼓︵
し
ょ
う
ご
︶

︹
鉦
︵
か
ね
︶︒念
仏
に
合
わ
せ
て
撞
木
で
叩
く
︺
を
渡
し
ま
す
︒母
は
ひ
れ

伏
し
て
泣
く
ば
か
り
で
し
た
が
︑
う
な
が
さ
れ
︑
大
念
仏
に
加
わ
り
ま
す
︒

辺
り
に﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂の
念
仏
の
声
が
響
き
渡
り
︑
隅
田
川
の
川
波
︑

都
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ま
す
︒す
る
と
塚
の
中
か
ら
幼
い
声
の
念
仏
が
聞
こ

え
︑
幻
の
よ
う
に
梅
若
丸
の
霊︹
子
方
︺の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
︒母
と

子
は
互
い
に
抱
き
合
お
う
と
し
ま
す
が
︑子
の
姿
は
消
え
失
せ
︑や
が
て
東

の
空
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
て
い
き
ま
す
︒我
が
子
と
見
え
た
の
は
︑塚
の
上
の

草
︒母
の
目
に
は
︑草
の
茂
る
墓
じ
る
し
が
映
る
だ
け
で
し
た
︒

　︿
翁
﹀

　︿
翁
﹀は
︑老
人
の
姿
を
し
た
神
が
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
・
五
穀
豊
穣

を
祈
る
演
目
で
す
︒能
狂
言
を
演
じ
て
い
た
猿
楽
の
本
芸
と
い
え
る
も
の

で
す
︒平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
︑
祈

祷
の
芸
能﹁
翁
猿
楽︵
式
三
番
︶﹂が
変
化
を
遂
げ
︑
世
阿
弥
の
時
代
に
は
現

在
の
︿
翁
﹀の
形
式
に
近
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒白
式
尉
と
黒

式
尉
の
面
は
︑
そ
れ
自
体
が
神
体
と
み
な
さ
れ
︑
演
者
は
舞
台
の
上
で
面

を
か
け
て
神
と
な
り
ま
す
︒神
聖
さ
と
長
い
歴
史
ゆ
え
に
︑︿
翁
﹀に
は
様
々

な
点
で
常
の
演
目
と
は
異
な
る
独
特
の
点
が
あ
り
ま
す
︒

　
例
え
ば
︑白
式
尉
と
黒
式
尉
の
面
は
顎
の
下
が
切
り
離
さ
れ
︑上
部
と
飾

り
紐
で
結
ば
れ
た
切
顎
と
い
う
造
形
で
︑
こ
れ
は
他
の
能
面
に
は
見
ら
れ

な
い
特
色
で
す
︒他
に
も
入
場
の
仕
方
︑地
謡
が
囃
子
方
の
後
ろ
に
座
す
こ

と
︑
小
鼓
が
三
丁
出
る
な
ど
の
多
く
の
違
い
が
あ
り
ま
す
︒ち
な
み
に︿
翁
﹀

の
地
謡
の
座
る
位
置
は
︑地
謡
座
が
ま
だ
能
舞
台
に
備
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
時
代
の
名
残
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　
冒
頭
の
翁
の﹁
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら…

…

﹂の
謡
は
︑世
の
中
の
平

和
と
幸
せ
を
祈
る
最
初
の
呪
文
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
︒こ
の
謡
の
意
味
は

不
明
で
す
が
︑囃
子
の
擬
声
や
︑滝
の
水
が
流
れ
落
ち
る
音
等
︑様
々
な
説

が
あ
が
っ
て
い
ま
す
︒謡
に
は
鶴
︑亀
︑萬
歳
楽︵
ま
ん
ざ
い
ら
く
︶な
ど
の
お

め
で
た
い
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒中
世
の
流
行
歌
謡
の
一
節

﹁
鳴
る
は
滝
の
水
︑
日
は
照
る
と
も
︑
絶
え
ず
と
う
た
り
︑
あ
り
う
と
う
と

う
﹂と
い
う
︑
豊
富
な
滝
の
水
音
と
永
遠
性
を
重
ね
合
わ
せ
た
祝
言
の
謡
も

引
か
れ
︑︿
翁
﹀が
祈
り
の
演
目
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
︒

　
謡
に
加
え
︑千
歳
の
颯
爽
と
し
た
舞
︑翁
の
厳
粛
な
舞
︑三
番
三
の
躍
動

感
あ
る﹁
揉
之
段
﹂と
︑
静
か
ら
動
への
変
化
が
楽
し
い﹁
鈴
之
段
﹂と
い
う
よ

　
　 

能  

隅
田
川

︿
す
み
だ
が
わ
﹀

◆
翁
附
　
鶴
亀
・
夷
大
黒

︿
お
き
な
つ
き
　 

つ
る
か
め
・
え
び
す
だ
い
こ
く
﹀

う
な
︑そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
は
っ
き
り
し
た
舞
と
囃
子
の
存
在
も︿
翁
﹀の
厳
粛
な
雰
囲
気
と
高
揚
感
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
︒

か
つ
て
勧
進
能
や
江
戸
城
の
能
な
ど
の
正
式
な
催
し
で
は
︑最
初
に︿
翁
﹀︑続
い
て
脇
能
と
脇
狂
言
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒こ
の
連
続
し
た

上
演
形
態
を﹁
翁
附
﹂と
い
い
ま
す
︒脇
能
と
は
︑
来
臨
し
た
神
が
国
土
を
祝
福
す
る
︑
ま
た
は
五
穀
豊
穣
を
約
束
す
る
曲
の
こ
と
で
す
︒︿
翁
﹀

に
引
き
続
い
て
演
じ
ら
れ
る
︑つ
ま
り︿
翁
﹀の
脇
に
置
か
れ
る
の
で
︑脇
能
と
呼
ば
れ
ま
す
︒神
聖
な
老
人
の
面
を
か
け
た﹁
翁
﹂は
︑ど
こ
に
で

も
現
れ
る
こ
と
の
で
き
る
神
で
あ
り
︑一
つ
に
特
定
さ
れ
る
よ
う
な
神
で
も
な
く
︑聖
な
る
も
の
す
べ
て
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒そ
の

︿
翁
﹀の
後
に
続
け
て
︑
特
定
の
神
が
出
現
し
世
を
寿
ぐ
こ
と
で
祈
り
と
祝
福
が
完
成
す
る
︑
と
中
世
の
人
々
は
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
︒現
在
は
一
日
に
演
じ
ら
れ
る
曲
数
が
そ
れ
程
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑﹁
翁
附
﹂の
上
演
は
頻
繁
に
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
︒本
日
は
四

十
五
周
年
を
迎
え
る
花
影
会
の﹁
翁
附
﹂の
上
演
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

︿
鶴
亀
﹀

鶴
と
亀
は︿
翁
﹀に
も
出
て
き
た
よ
う
に﹁
鶴
は
千
年
︑
亀
は
万
年
﹂と
い
わ
れ
︑
神
仙
思
想
に
基
づ
き
長
寿
と
め
で
た
さ
を
象
徴
す
る
生
き
物

で
す
︒平
安
時
代
末
期
の
後
白
河
法
皇
編
纂
に
よ
る
今
様︵
い
ま
よ
う
︶︹
当
時
の
流
行
歌
︺の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー﹃
梁
塵
秘
抄︵
り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ

う
︶﹄に
は
︑﹁
万
劫︵
ま
ん
ご
う
︶年
経
る
亀
山
の
︑下
は
泉
の
深
け
れ
ば
︑苔
生
す
岩
屋
に
松
生
ひ
て
︑梢
に
鶴
こ
そ
遊
ぶ
な
れ
﹂︑﹁
海
に
は
万

劫
亀
遊
ぶ
︑蓬
莱
山
を
や
戴
け
る
︑仙
人
童︵
わ
ら
わ
︶を
鶴
に
乗
せ
て
︑太
子
を
迎
へて
遊
ば
ば
や
﹂な
ど
の
歌
謡
が
見
え
ま
す
︒海
に
は
背
中

に
蓬
莱
山︹
仙
郷
の
島
︺を
載
せ
た
年
経
た
亀
が
泳
ぎ
︑空
に
は
仙
人
や
童
子
を
載
せ
た
鶴
が
飛
ん
で
い
る
︒こ
れ
ら
の
歌
は
︑理
想
郷
で
あ
る

仙
人
の
世
界
の
風
景
を
通
し
て
祝
意
を
表
し
て
い
ま
す
︒﹁
遊
ぶ
鶴
亀
﹂=
泳
ぐ
亀
と
飛
ぶ
鶴
の
モ
チ
ー
フ
は
︑
歌
謡
の
ほ
か
に
物
語
や
絵
画
な

ど
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
能︿
鶴
亀
﹀で
は﹁
舞
﹂︑
す
な
わ
ち
身
体
表
現
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
ま
す
︒し
か
も
揃
っ
て
同
じ
舞
を
舞

う﹁
相
舞︵
あ
い
ま
い
︶﹂の
演
出
に
よ
っ
て
︑よ
り
め
で
た
さ
が
強
調
さ
れ
︑華
や
か
な
舞
台
に
な
り
ま
す
︒鶴
と
亀
が
戴
く
冠
の
飾
り
に
も
注
目

し
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

鶴
と
亀
の
遊
び
に
心
を
動
か
さ
れ
た
皇
帝
は
︑
自
ら﹁
楽︵
が
く
︶﹂を
舞
い
ま
す
︒鶴
亀
が
舞
う
と
い
う
吉
兆
を
喜
ぶ
舞
で
す
︒﹁
楽
﹂は
異
国
情

緒
の
漂
う
独
特
の
旋
律
や
︑
数
多
く
踏
ま
れ
る
足
拍
子
な
ど
が
特
色
の
舞
で
す
︒最
初
は
ゆ
っ
た
り
と
演
奏
さ
れ
︑
次
第
に
テ
ン
ポ
が
上
が
り

ま
す
︒﹁
楽
﹂に
続
く
謡
で
は
︑多
く
の
美
し
い
舞
楽
が
舞
わ
れ
た
と
謡
わ
れ
ま
す
︒そ
の
舞
楽
の
一
つ
に
︑﹁
霓
裳
羽
衣︵
げ
い
し
ょ
う
う
い
︶の
曲
﹂

と
い
う
楽
曲
の
名
が
出
て
き
ま
す
︒こ
れ
は
︑
玄
宗
皇
帝
が
月
の
宮
殿
で
天
人
の
舞
う
舞
を
見
て
作
ら
せ
た
曲
と
伝
わ
り
︑
能︿
羽
衣
﹀に
も
見

え
ま
す
︒鶴
亀
の
モ
チ
ー
フ
だ
け
で
な
く
︑
こ
の
曲
名
を
出
す
こ
と
で
神
仙
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
も
さ
ら
に
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒舞
の
後
に
皇
帝

は
長
生
殿
へと
帰
っ
て
い
き
ま
す
︒長
生
殿
も
玄
宗
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
宮
殿
の
一
つ
で
︑こ
こ
に
も
長
寿
を
寿
ぐ
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒

鶴
と
亀
が
登
場
す
る
芸
能
は
︑
能
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒室
町
時
代
に
は
︑
正
月
の
め
で
た
い
祈
祷
の
芸
能
で
あ
る
松
囃
子︵
ま
つ
ば

や
し
︶で
も﹁
鶴
亀
﹂と
い
う
演
目
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
︒松
囃
子
は
華
や
か
に
着
飾
り
︑仮
装
し
た
人
々
が
舞
い
謡
い
︑そ
れ
を
笛
や
鼓
な
ど
の

楽
器
で
囃
す
も
の
で
す
︒お
そ
ら
く
鶴
と
亀
の
役
が
き
ら
び
や
か
な
扮
装
で
舞
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒特
別
演
出
の︿
翁
﹀に
お
い
て
︑狂
言
方
が
演

じ
る﹁
風
流︵
ふ
り
ゅ
う
︶﹂に
も﹁
鶴
亀
の
風
流
﹂と
呼
ば
れ
る
演
目
が
あ
り
ま
す
︒

︿
夷
大
黒
﹀

　
　
狂
言
で
は
︑
能
の
よ
う
に
格
式
の
あ
る
位
の
高
い
神
が
出
現
す
る
の
で
は
な
く
︑
よ
り
親
近
感
の
あ
る
神
が
登
場
し
ま
す
︒五
穀
豊
穣
や

大
漁
︑
長
寿
︑
家
内
安
全
︑
商
売
繁
盛
と
いっ
た
人
間
の
現
世
の
願
い
に
こ
た
え
て
く
れ
る
福
神
への
信
仰
は
︑
室
町
時
代
か
ら
に
盛
ん
に
な
り

ま
し
た
︒御
伽
草
子
な
ど
に
も
福
神
が
登
場
し
︑
自
ら
の
由
来
を
語
っ
た
り
︑
福
を
授
け
た
り
し
ま
す
︒福
神
への
信
仰
は
七
福
神
を
は
じ
め
︑

今
で
も
身
近
に
存
在
し
て
い
ま
す
︒打
出
の
小
槌
を
手
に
し
て
袋
を
担
い
だ
大
黒
︑釣
竿
を
持
っ
て
大
き
な
鯛
を
抱
え
た
恵
比
寿
の
姿
を
す
ぐ

に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

比
叡
山
の
三
面
の
大
黒
と
は
︑伝
教
大
師
最
澄
が
延
暦
寺
の
食
糧
を
司
る
守
護
神
を
祈
っ
た
時
に
現
れ
た
三
つ
の
顔
と
六
本
の
腕
を
も
っ
た
大

黒
の
こ
と
で
す
︒現
在
も
比
叡
山
に
は
大
黒
堂
が
あ
り
︑
そ
こ
に
は
米
俵
の
上
に
立
ち
︑
正
面
に
大
黒
︑
左
右
に
毘
沙
門
天
と
弁
財
天
の
三
面

を
有
し
︑六
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
福
を
も
た
ら
し
︑災
難
を
除
く
宝
珠
や
剣
な
ど
を
持
っ
た
大
黒
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
夷
は
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
間
に
生
ま
れ
た
日
神
・
月
神
・
ヒ
ル
コ
の
神
々
の
内
︑三
番
目
の
ヒ
ル
コ
に
あ
た
り
︑そ
れ
ゆ
え
夷
三
郎
と

呼
ば
れ
ま
す
︒兵
庫
県
西
宮
市
に
恵
比
寿
宮
の
総
本
社
西
宮
神
社
が
あ
り
ま
す
︒

現
世
の
福
を
願
う
男
は
︑
現
代
の
私
た
ち
の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒︿
夷
大
黒
﹀の
結
末
で
福
神
は
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑﹁
こ
の

所
﹂に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
一
曲
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
︒本
日
の
能
舞
台
︑そ
し
て
私
た
ち
の
心
に
も
福
が
授
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち

に
な
り
ま
す
︒

◆
舞
囃
子
　
忠
度
　︹
ま
い
ば
や
し
　
た
だ
の
り
︺

　
　
舞
囃
子
は
面
装
束
を
つ
け
ず
に
︑囃
子
と
謡
に
合
わ
せ
て
︑一
曲
の
見
ど
こ
ろ
を
舞
う
上
演
形
態
︒能
の
醍
醐
味
が
詰
ま
っ
た
形
態
で
す
︒

　
　
能︿
忠
度
﹀は
︑﹃
平
家
物
語
﹄に
基
づ
く
世
阿
弥︵
ぜ
あ
み
︶作
の
修
羅
能
︒薩
摩
守
平
忠
度
は
︑武
芸
に
秀
で
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑歌
人

と
し
て
も
名
高
い
人
物
で
す
︒忠
度
の
歌
は
勅
撰
集﹃
千
載
和
歌
集︵
せ
ん
ざ
い
わ
か
し
ゅ
う
︶﹄に
撰
入
し
て
い
ま
す
が
︑
朝
敵
ゆ
え
に
名
を
入

れ
ら
れ
ず
︑﹁
読
み
人
知
ら
ず
﹂と
な
っ
た
話
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
︒能
で
は
︑忠
度
の
霊
が
若
木
の
桜
の
下
に
現
れ
︑歌
道
への
執
心
を
述
べ
︑自

ら
の
討
ち
死
に
の
有
様
を
再
現
し
ま
す
︒

舞
囃
子
で
舞
わ
れ
る
の
は
︑平
家
の
都
落
ち
の
際
に
都
に
引
き
返
し
て
︑﹃
千
載
集
﹄の
撰
者
︑歌
の
師
で
も
あ
る
藤
原
俊
成
に
自
分
の
歌
を
託

し
︑再
び
都
を
去
っ
て
行
っ
た
過
去
の
出
来
事
︑一
の
谷
合
戦
で
源
氏
方
の
岡
部
六
弥
太
忠
澄︵
ろ
く
や
た 

た
だ
ず
み
︶と
戦
い
討
た
れ
た
様
子

の
再
現
︑六
弥
太
が
忠
度
の
遺
骸
の
箙︹
矢
を
入
れ
る
容
器
︺に
付
け
た
短
冊
に﹁
旅
宿
﹂と
し
て﹁
行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
︑花
や

今
宵
の
あ
る
じ
な
ら
ま
し
﹂と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
︑
忠
度
の
素
性
に
気
付
き
労
し
く
思
う
︑
と
い
う
一
連
の
後
半
の
見
せ
場
で
す
︒忠

度
が
討
た
れ
た
後
︑
舞
い
手
は
敵
の
六
弥
太
の
立
場
に
な
っ
て
舞
い
︑
結
末
で
は
再
び
霊
の
視
点
に
戻
り
ま
す
︒扇
を
短
冊
に
見
立
て﹁
行
き
暮

れ
て
﹂の
歌
が
詠
ま
れ
ま
す
が
︑上
の
句
と
下
の
句
の
間
に﹁
立
廻︵
た
ち
ま
わ
り
︶﹂が
挟
ま
れ
ま
す
︒情
感
溢
れ
る
場
面
で
す
︒こ
の
歌
は
一
曲

の
主
題
歌
で
あ
り
︑忠
度
の
霊
は
花
の
主︵
あ
る
じ
︶と
し
て
︑花
と
一
体
化
し
て
消
え
失
せ
て
い
き
ま
す
︒

◆
能
　
隅
田
川︹
す
み
だ
が
わ
︺

能
に
は﹁
物
狂
能︵
も
の
ぐ
る
い
の
う
︶﹂と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
あ
り
ま
す
︒物
狂
能
の
パ
タ
ー
ン
は
様
々
で
す
が
︑母
親
や
妻
︑恋
人
が
行
方
不

明
の
我
が
子
や
想
い
人
を
探
し
求
め
る
と
い
う
筋
で
す
︒こ
れ
ら
の
結
末
で
は
︑
親
子
や
恋
人
の
再
会
が
め
で
た
く
果
た
さ
れ
ま
す
が
︑
唯
一

能︿
隅
田
川
﹀だ
け
が
悲
劇
的
な
終
わ
り
方
を
し
ま
す
︒こ
の
点
が︿
隅
田
川
﹀の
最
大
の
特
徴
で
す
︒

物
狂
能
で
は
︑
舞
や
歌
の
芸
能
の
披
露
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
再
会
が
導
か
れ
︑
そ
の
芸
能
を
見
せ
る
場
面
が
一
曲
の
山
場
に
な
る
よ
う
に
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
︒︿
隅
田
川
﹀は
︑芸
能
の
場
面
が
よ
り
巧
妙
に
筋
の
中
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
︒母
は﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
東
下
り
﹂を
引
用
し
て
︑

渡
し
守
を
相
手
に
言
葉
の
芸
を
披
露
し
ま
す
︒隅
田
川
の
ほ
と
り
で
在
原
業
平
が
遠
い
都
に
残
し
た
妻
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌﹁
名
に
し
負
は
ば

い
ざ
言
問
は
ん
都
鳥
我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
﹂︹﹁
都
﹂と
い
う
言
葉
を
名
に
負
っ
て
い
る
な
ら
ば
︑さ
あ
尋
ね
て
み
よ
う
︑都
鳥
よ
︒私
の

思
っ
て
い
る
人
は
健
在
で
い
る
か
︑い
な
い
か
︒︺を
ふ
ま
え
て
母
は
我
が
子
を
思
い
︑安
否
を
問
い
ま
す
︒し
か
し
問
う
て
も
問
う
て
も
︑答
え
は

あ
り
ま
せ
ん
︒そ
こ
で
︑﹁
都
﹂が
つ
く
名
で
あ
り
な
が
ら
情
け
な
い
こ
と
︑﹁
鄙︵
ひ
な
︶の
鳥
﹂田
舎
の
鳥
で
あ
る
こ
と
よ
と
非
難
し
ま
す
︒﹃
伊

勢
物
語
﹄と
い
う
王
朝
文
学
の
雅
さ
と
︑言
葉
の
面
白
さ
や
機
知
の
両
方
が
見
え
る
芸
と
い
え
ま
す
︒そ
し
て
︑こ
の
芸
能
は
再
会
に
結
び
付
く

の
で
は
な
く
︑母
が
真
実
を
知
る
場
面
へ
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
︒

　
　
渡
し
守
が
語
る
一
年
前
の
梅
若
丸
の
物
語
は
︑
ワ
キ
方
に
と
っ
て
語
り
の
芸
を
聞
か
せ
る
大
切
な
も
の
で
す
︒ま
た
筋
の
展
開
上
で
も
重

要
な
場
面
に
な
っ
て
い
ま
す
︒乗
船
前
は
都
鳥
に
問
お
う
と
す
る
希
望
が
あ
り
ま
し
た
が
︑舟
の
上
で
物
語
を
聞
く
う
ち
に
母
は
次
第
に
不
安

を
覚
え
︑対
岸
で
梅
若
丸
の
死
を
確
信
︑絶
望
に
突
き
落
と
さ
れ
ま
す
︒川
の
両
岸
で
母
の
心
情
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
︒

さ
て
︑
も
う
一
つ
︑
芸
と
も
い
え
る
場
面
が︿
隅
田
川
﹀に
は
あ
り
ま
す
︒後
半
の
大
念
仏
の
場
面
で
す
︒梅
若
丸
の
供
養
の
た
め
の
大
念
仏
な
の

で
当
然
明
る
さ
は
皆
無
で
す
が
︑
大
勢
の
人
々
が
声
を
合
わ
せ
て
唱
え
る﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂は
美
し
く
響
い
て
き
ま
す
︒大
念
仏
は
梅
若
丸

の
霊
の
出
現
を
う
な
が
す
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
︒し
か
し
︑こ
れ
は
真
の
親
子
再
会
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
︒結
末
は
︑草
の
生
い
茂
る
塚
の

前
の
母
の
姿
で
終
わ
り
ま
す
︒母
の
旅
路
が
隅
田
川
で
終
わ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
が
︑
そ
の
後
の
母
に
つ
い
て
も
梅
若
丸
の
成
仏
に
も

ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
︒祈
り
の
果
て
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
︑私
た
ち
に
問
い
か
け
る
よ
う
な
作
品
で
す
︒

作
者
は
世
阿
弥
の
息
子
︑
観
世
十
郎
元
雅︵
も
と
ま
さ
︶で
す
︒世
阿
弥
の
芸
談﹃
申
楽
談
儀︵
さ
る
が
く
だ
ん
ぎ
︶﹄に
は
︑︿
隅
田
川
﹀の
演
出

を
め
ぐ
る
世
阿
弥
と
元
雅
の
や
り
と
り
が
見
え
ま
す
︒世
阿
弥
は
︑
子
の
霊
は
母
に
し
か
見
え
な
い
の
だ
か
ら
︑
霊
を
実
際
に
は
舞
台
に
登
場

さ
せ
な
い
方
が
よ
い
と
言
い
︑
一
方
の
元
雅
は
子
方
な
し
で
は
で
き
な
い
と
主
張
し
ま
す
︒世
阿
弥
は
試
し
て
よ
い
方
を
採
用
す
べ
き
だ
と
締
め

く
く
っ
て
い
ま
す
︒こ
の
逸
話
に
触
発
さ
れ
て
︑子
を
出
さ
ず
声
だ
け
を
聴
か
せ
る
演
出
や
︑子
の
声
も
地
謡
に
担
当
さ
せ
る
と
いっ
た
演
出
が

試
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒確
実
な
元
雅
作
は
ほ
か
に︿
歌
占
・
盛
久
・
弱
法
師
﹀が
あ
り
︑
ど
れ
も
非
常
に
厳
し
く
苦
し
い
状
況
に
置

か
れ
た
人
間
を
描
い
て
い
ま
す
︒元
雅
は
︑
世
阿
弥
と
は
ま
た
異
な
る
独
自
の
能
を
作
っ
た
と
い
え
ま
す
︒︵
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
　
兼
任
所

員
　
中
司
由
起
子
︶

↓



う
な
︑そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
は
っ
き
り
し
た
舞
と
囃
子
の
存
在
も︿
翁
﹀の
厳

粛
な
雰
囲
気
と
高
揚
感
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
︒

　
か
つ
て
勧
進
能
や
江
戸
城
の
能
な
ど
の
正
式
な
催
し
で
は
︑
最
初
に

︿
翁
﹀︑
続
い
て
脇
能
と
脇
狂
言
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒こ
の
連
続
し
た

上
演
形
態
を﹁
翁
附
﹂と
い
い
ま
す
︒脇
能
と
は
︑来
臨
し
た
神
が
国
土
を
祝

福
す
る
︑
ま
た
は
五
穀
豊
穣
を
約
束
す
る
曲
の
こ
と
で
す
︒︿
翁
﹀に
引
き

続
い
て
演
じ
ら
れ
る
︑つ
ま
り︿
翁
﹀の
脇
に
置
か
れ
る
の
で
︑
脇
能
と
呼
ば

れ
ま
す
︒神
聖
な
老
人
の
面
を
か
け
た﹁
翁
﹂は
︑ど
こ
に
で
も
現
れ
る
こ
と

の
で
き
る
神
で
あ
り
︑一
つ
に
特
定
さ
れ
る
よ
う
な
神
で
も
な
く
︑聖
な
る

も
の
す
べ
て
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒そ
の
︿
翁
﹀
の
後
に
続
け
て
︑

特
定
の
神
が
出
現
し
世
を
寿
ぐ
こ
と
で
祈
り
と
祝
福
が
完
成
す
る
︑
と
中

世
の
人
々
は
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒現
在
は
一
日
に
演
じ
ら
れ

る
曲
数
が
そ
れ
程
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑﹁
翁
附
﹂の
上
演
は
頻
繁
に

あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
︒本
日
は
四
十
五
周
年
を
迎
え
る
花
影
会
の
﹁
翁

附
﹂の
上
演
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

　︿
鶴
亀
﹀

　
鶴
と
亀
は︿
翁
﹀に
も
出
て
き
た
よ
う
に﹁
鶴
は
千
年
︑
亀
は
万
年
﹂と
い

わ
れ
︑
神
仙
思
想
に
基
づ
き
長
寿
と
め
で
た
さ
を
象
徴
す
る
生
き
物
で

す
︒平
安
時
代
末
期
の
後
白
河
法
皇
編
纂
に
よ
る
今
様
︵
い
ま
よ
う
︶︹
当

時
の
流
行
歌
︺の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー﹃
梁
塵
秘
抄︵
り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う
︶﹄に

は
︑﹁
万
劫︵
ま
ん
ご
う
︶年
経
る
亀
山
の
︑
下
は
泉
の
深
け
れ
ば
︑
苔
生
す

岩
屋
に
松
生
ひ
て
︑梢
に
鶴
こ
そ
遊
ぶ
な
れ
﹂︑﹁
海
に
は
万
劫
亀
遊
ぶ
︑蓬

莱
山
を
や
戴
け
る
︑仙
人
童︵
わ
ら
わ
︶を
鶴
に
乗
せ
て
︑太
子
を
迎
へて
遊

ば
ば
や
﹂
な
ど
の
歌
謡
が
見
え
ま
す
︒海
に
は
背
中
に
蓬
莱
山
︹
仙
郷
の

島
︺を
載
せ
た
年
経
た
亀
が
泳
ぎ
︑
空
に
は
仙
人
や
童
子
を
載
せ
た
鶴
が

飛
ん
で
い
る
︒こ
れ
ら
の
歌
は
︑
理
想
郷
で
あ
る
仙
人
の
世
界
の
風
景
を
通

し
て
祝
意
を
表
し
て
い
ま
す
︒﹁
遊
ぶ
鶴
亀
﹂=
泳
ぐ
亀
と
飛
ぶ
鶴
の
モ
チ
ー

フ
は
︑
歌
謡
の
ほ
か
に
物
語
や
絵
画
な
ど
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す

が
︑
能︿
鶴
亀
﹀で
は﹁
舞
﹂︑
す
な
わ
ち
身
体
表
現
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
ま

出
の
小
槌
を
手
に
し
て
袋
を
担
い
だ
大
黒
︑
釣
竿
を
持
っ
て
大
き
な
鯛
を
抱

え
た
恵
比
寿
の
姿
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　
比
叡
山
の
三
面
の
大
黒
と
は
︑
伝
教
大
師
最
澄
が
延
暦
寺
の
食
糧
を
司

る
守
護
神
を
祈
っ
た
時
に
現
れ
た
三
つ
の
顔
と
六
本
の
腕
を
も
っ
た
大
黒

の
こ
と
で
す
︒現
在
も
比
叡
山
に
は
大
黒
堂
が
あ
り
︑
そ
こ
に
は
米
俵
の
上

に
立
ち
︑正
面
に
大
黒
︑左
右
に
毘
沙
門
天
と
弁
財
天
の
三
面
を
有
し
︑六

本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
福
を
も
た
ら
し
︑
災
難
を
除
く
宝
珠
や
剣
な
ど
を

持
っ
た
大
黒
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
夷
は
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
間
に
生
ま
れ
た
日
神
・
月
神
・
ヒ

ル
コ
の
神
々
の
内
︑
三
番
目
の
ヒ
ル
コ
に
あ
た
り
︑
そ
れ
ゆ
え
夷
三
郎
と
呼
ば

れ
ま
す
︒兵
庫
県
西
宮
市
に
恵
比
寿
宮
の
総
本
社
西
宮
神
社
が
あ
り
ま
す
︒

　
現
世
の
福
を
願
う
男
は
︑現
代
の
私
た
ち
の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒︿
夷
大

黒
﹀の
結
末
で
福
神
は
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑﹁
こ
の
所
﹂に
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
っ
て
一
曲
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
︒本
日
の
能
舞
台
︑
そ
し
て

私
た
ち
の
心
に
も
福
が
授
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
︒

　
舞
囃
子
は
面
装
束
を
つ
け
ず
に
︑
囃
子
と
謡
に
合
わ
せ
て
︑一
曲
の
見
ど

こ
ろ
を
舞
う
上
演
形
態
︒能
の
醍
醐
味
が
詰
ま
っ
た
形
態
で
す
︒

　
能︿
忠
度
﹀は
︑﹃
平
家
物
語
﹄に
基
づ
く
世
阿
弥︵
ぜ
あ
み
︶作
の
修
羅

能
︒薩
摩
守
平
忠
度
は
︑
武
芸
に
秀
で
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑
歌
人
と
し
て

も
名
高
い
人
物
で
す
︒忠
度
の
歌
は
勅
撰
集
﹃
千
載
和
歌
集
︵
せ
ん
ざ
い
わ

か
し
ゅ
う
︶﹄
に
撰
入
し
て
い
ま
す
が
︑
朝
敵
ゆ
え
に
名
を
入
れ
ら
れ
ず
︑

﹁
読
み
人
知
ら
ず
﹂と
な
っ
た
話
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
︒能
で
は
︑
忠
度
の
霊

が
若
木
の
桜
の
下
に
現
れ
︑
歌
道
への
執
心
を
述
べ
︑
自
ら
の
討
ち
死
に
の

有
様
を
再
現
し
ま
す
︒

　
舞
囃
子
で
舞
わ
れ
る
の
は
︑平
家
の
都
落
ち
の
際
に
都
に
引
き
返
し
て
︑

﹃
千
載
集
﹄
の
撰
者
︑
歌
の
師
で
も
あ
る
藤
原
俊
成
に
自
分
の
歌
を
託
し
︑

再
び
都
を
去
っ
て
行
っ
た
過
去
の
出
来
事
︑一
の
谷
合
戦
で
源
氏
方
の
岡
部

六
弥
太
忠
澄︵
ろ
く
や
た 

た
だ
ず
み
︶と
戦
い
討
た
れ
た
様
子
の
再
現
︑六

弥
太
が
忠
度
の
遺
骸
の
箙
︹
矢
を
入
れ
る
容
器
︺
に
付
け
た
短
冊
に
﹁
旅

宿
﹂と
し
て﹁
行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
︑
花
や
今
宵
の
あ
る
じ

な
ら
ま
し
﹂と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
︑
忠
度
の
素
性
に
気
付
き
労
し

く
思
う
︑と
い
う
一
連
の
後
半
の
見
せ
場
で
す
︒忠
度
が
討
た
れ
た
後
︑舞
い

手
は
敵
の
六
弥
太
の
立
場
に
な
っ
て
舞
い
︑
結
末
で
は
再
び
霊
の
視
点
に
戻

り
ま
す
︒扇
を
短
冊
に
見
立
て
﹁
行
き
暮
れ
て
﹂
の
歌
が
詠
ま
れ
ま
す
が
︑

上
の
句
と
下
の
句
の
間
に﹁
立
廻︵
た
ち
ま
わ
り
︶﹂が
挟
ま
れ
ま
す
︒情
感

溢
れ
る
場
面
で
す
︒こ
の
歌
は
一
曲
の
主
題
歌
で
あ
り
︑
忠
度
の
霊
は
花
の

主︵
あ
る
じ
︶と
し
て
︑花
と
一
体
化
し
て
消
え
失
せ
て
い
き
ま
す
︒

　
能
に
は﹁
物
狂
能︵
も
の
ぐ
る
い
の
う
︶﹂と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
あ
り
ま

す
︒物
狂
能
の
パ
タ
ー
ン
は
様
々
で
す
が
︑母
親
や
妻
︑恋
人
が
行
方
不
明
の

我
が
子
や
想
い
人
を
探
し
求
め
る
と
い
う
筋
で
す
︒こ
れ
ら
の
結
末
で
は
︑

親
子
や
恋
人
の
再
会
が
め
で
た
く
果
た
さ
れ
ま
す
が
︑
唯
一
能︿
隅
田
川
﹀

だ
け
が
悲
劇
的
な
終
わ
り
方
を
し
ま
す
︒こ
の
点
が
︿
隅
田
川
﹀
の
最
大
の

特
徴
で
す
︒

　
物
狂
能
で
は
︑
舞
や
歌
の
芸
能
の
披
露
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
再
会
が
導

か
れ
︑
そ
の
芸
能
を
見
せ
る
場
面
が
一
曲
の
山
場
に
な
る
よ
う
に
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
︒︿
隅
田
川
﹀は
︑
芸
能
の
場
面
が
よ
り
巧
妙
に
筋
の
中
に
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
︒母
は﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
東
下
り
﹂を
引
用
し
て
︑
渡
し
守
を

相
手
に
言
葉
の
芸
を
披
露
し
ま
す
︒隅
田
川
の
ほ
と
り
で
在
原
業
平
が
遠

い
都
に
残
し
た
妻
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌﹁
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
ん
都

鳥
我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
﹂︹﹁
都
﹂
と
い
う
言
葉
を
名
に
負
っ
て
い

る
な
ら
ば
︑さ
あ
尋
ね
て
み
よ
う
︑都
鳥
よ
︒私
の
思
っ
て
い
る
人
は
健
在
で

い
る
か
︑
い
な
い
か
︒︺を
ふ
ま
え
て
母
は
我
が
子
を
思
い
︑
安
否
を
問
い
ま

す
︒し
か
し
問
う
て
も
問
う
て
も
︑答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
︒そ
こ
で
︑﹁
都
﹂が

つ
く
名
で
あ
り
な
が
ら
情
け
な
い
こ
と
︑﹁
鄙︵
ひ
な
︶の
鳥
﹂田
舎
の
鳥
で
あ

す
︒し
か
も
揃
っ
て
同
じ
舞
を
舞
う﹁
相
舞︵
あ
い
ま
い
︶﹂の
演
出
に
よ
っ
て
︑

よ
り
め
で
た
さ
が
強
調
さ
れ
︑華
や
か
な
舞
台
に
な
り
ま
す
︒鶴
と
亀
が
戴

く
冠
の
飾
り
に
も
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

　
鶴
と
亀
の
遊
び
に
心
を
動
か
さ
れ
た
皇
帝
は
︑
自
ら﹁
楽︵
が
く
︶﹂を
舞

い
ま
す
︒鶴
亀
が
舞
う
と
い
う
吉
兆
を
喜
ぶ
舞
で
す
︒﹁
楽
﹂は
異
国
情
緒
の

漂
う
独
特
の
旋
律
や
︑
数
多
く
踏
ま
れ
る
足
拍
子
な
ど
が
特
色
の
舞
で

す
︒最
初
は
ゆ
っ
た
り
と
演
奏
さ
れ
︑次
第
に
テ
ン
ポ
が
上
が
り
ま
す
︒﹁
楽
﹂

に
続
く
謡
で
は
︑
多
く
の
美
し
い
舞
楽
が
舞
わ
れ
た
と
謡
わ
れ
ま
す
︒そ
の

舞
楽
の
一
つ
に
︑﹁
霓
裳
羽
衣︵
げ
い
し
ょ
う
う
い
︶の
曲
﹂と
い
う
楽
曲
の
名

が
出
て
き
ま
す
︒こ
れ
は
︑玄
宗
皇
帝
が
月
の
宮
殿
で
天
人
の
舞
う
舞
を
見

て
作
ら
せ
た
曲
と
伝
わ
り
︑
能︿
羽
衣
﹀に
も
見
え
ま
す
︒鶴
亀
の
モ
チ
ー
フ

だ
け
で
な
く
︑こ
の
曲
名
を
出
す
こ
と
で
神
仙
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
も
さ
ら
に

加
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒舞
の
後
に
皇
帝
は
長
生
殿
へと
帰
っ
て
い
き
ま
す
︒長

生
殿
も
玄
宗
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
宮
殿
の
一
つ
で
︑こ
こ
に
も
長
寿
を
寿
ぐ
意

味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒

　
鶴
と
亀
が
登
場
す
る
芸
能
は
︑
能
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒室
町

時
代
に
は
︑
正
月
の
め
で
た
い
祈
祷
の
芸
能
で
あ
る
松
囃
子
︵
ま
つ
ば
や

し
︶
で
も
﹁
鶴
亀
﹂と
い
う
演
目
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
︒松
囃
子
は
華
や
か

に
着
飾
り
︑
仮
装
し
た
人
々
が
舞
い
謡
い
︑
そ
れ
を
笛
や
鼓
な
ど
の
楽
器
で

囃
す
も
の
で
す
︒お
そ
ら
く
鶴
と
亀
の
役
が
き
ら
び
や
か
な
扮
装
で
舞
っ

た
の
で
し
ょ
う
︒特
別
演
出
の︿
翁
﹀に
お
い
て
︑
狂
言
方
が
演
じ
る﹁
風
流

︵
ふ
り
ゅ
う
︶﹂に
も﹁
鶴
亀
の
風
流
﹂と
呼
ば
れ
る
演
目
が
あ
り
ま
す
︒

　︿
夷
大
黒
﹀

　
狂
言
で
は
︑
能
の
よ
う
に
格
式
の
あ
る
位
の
高
い
神
が
出
現
す
る
の
で
は

な
く
︑よ
り
親
近
感
の
あ
る
神
が
登
場
し
ま
す
︒五
穀
豊
穣
や
大
漁
︑長
寿
︑

家
内
安
全
︑商
売
繁
盛
と
いっ
た
人
間
の
現
世
の
願
い
に
こ
た
え
て
く
れ
る
福

神
への
信
仰
は
︑
室
町
時
代
か
ら
に
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
︒御
伽
草
子
な
ど

に
も
福
神
が
登
場
し
︑自
ら
の
由
来
を
語
っ
た
り
︑福
を
授
け
た
り
し
ま
す
︒

福
神
への
信
仰
は
七
福
神
を
は
じ
め
︑今
で
も
身
近
に
存
在
し
て
い
ま
す
︒打

↓↓

る
こ
と
よ
と
非
難
し
ま
す
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄と
い
う
王
朝
文
学
の
雅
さ
と
︑
言

葉
の
面
白
さ
や
機
知
の
両
方
が
見
え
る
芸
と
い
え
ま
す
︒そ
し
て
︑
こ
の
芸

能
は
再
会
に
結
び
付
く
の
で
は
な
く
︑母
が
真
実
を
知
る
場
面
へ
繋
が
っ
て

い
き
ま
す
︒

　
渡
し
守
が
語
る
一
年
前
の
梅
若
丸
の
物
語
は
︑
ワ
キ
方
に
と
っ
て
語
り
の

芸
を
聞
か
せ
る
大
切
な
も
の
で
す
︒ま
た
筋
の
展
開
上
で
も
重
要
な
場
面

に
な
っ
て
い
ま
す
︒乗
船
前
は
都
鳥
に
問
お
う
と
す
る
希
望
が
あ
り
ま
し
た

が
︑
舟
の
上
で
物
語
を
聞
く
う
ち
に
母
は
次
第
に
不
安
を
覚
え
︑
対
岸
で

梅
若
丸
の
死
を
確
信
︑絶
望
に
突
き
落
と
さ
れ
ま
す
︒川
の
両
岸
で
母
の
心

情
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
︒

　
さ
て
︑も
う
一
つ
︑芸
と
も
い
え
る
場
面
が︿
隅
田
川
﹀に
は
あ
り
ま
す
︒後

半
の
大
念
仏
の
場
面
で
す
︒梅
若
丸
の
供
養
の
た
め
の
大
念
仏
な
の
で
当

然
明
る
さ
は
皆
無
で
す
が
︑大
勢
の
人
々
が
声
を
合
わ
せ
て
唱
え
る﹁
南
無

阿
弥
陀
仏
﹂は
美
し
く
響
い
て
き
ま
す
︒大
念
仏
は
梅
若
丸
の
霊
の
出
現
を

う
な
が
す
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
︒し
か
し
︑
こ
れ
は
真
の
親
子
再
会
と
い

え
る
の
で
し
ょ
う
か
︒結
末
は
︑
草
の
生
い
茂
る
塚
の
前
の
母
の
姿
で
終
わ

り
ま
す
︒母
の
旅
路
が
隅
田
川
で
終
わ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
が
︑
そ

の
後
の
母
に
つ
い
て
も
梅
若
丸
の
成
仏
に
も
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
︒祈
り
の
果
て
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
︑
私
た
ち
に
問
い
か
け
る
よ
う

な
作
品
で
す
︒

　
作
者
は
世
阿
弥
の
息
子
︑
観
世
十
郎
元
雅︵
も
と
ま
さ
︶で
す
︒世
阿
弥

の
芸
談﹃
申
楽
談
儀︵
さ
る
が
く
だ
ん
ぎ
︶﹄に
は
︑︿
隅
田
川
﹀の
演
出
を
め

ぐ
る
世
阿
弥
と
元
雅
の
や
り
と
り
が
見
え
ま
す
︒世
阿
弥
は
︑
子
の
霊
は
母

に
し
か
見
え
な
い
の
だ
か
ら
︑
霊
を
実
際
に
は
舞
台
に
登
場
さ
せ
な
い
方

が
よ
い
と
言
い
︑
一
方
の
元
雅
は
子
方
な
し
で
は
で
き
な
い
と
主
張
し
ま

す
︒世
阿
弥
は
試
し
て
よ
い
方
を
採
用
す
べ
き
だ
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
逸
話
に
触
発
さ
れ
て
︑
子
を
出
さ
ず
声
だ
け
を
聴
か
せ
る
演
出
や
︑

子
の
声
も
地
謡
に
担
当
さ
せ
る
と
い
っ
た
演
出
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
︒確
実
な
元
雅
作
は
ほ
か
に
︿
歌
占
・
盛
久
・
弱
法
師
﹀
が
あ
り
︑

ど
れ
も
非
常
に
厳
し
く
苦
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
を
描
い
て
い
ま

す
︒元
雅
は
︑世
阿
弥
と
は
ま
た
異
な
る
独
自
の
能
を
作
っ
た
と
い
え
ま
す
︒

︵
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
　
兼
任
所
員
　
中
司
由
起
子
︶

◆
舞
囃
子  

忠
度

︿
た
だ
の
り
﹀

◆
能  

隅
田
川

︿
す
み
だ
が
わ
﹀

↓↓



表紙写真  「翁」 武田友志 、 「鶴亀」 武田志房、 「隅田川」 武田志房／撮影  前島吉裕

令和6年4月21日（日）
二十五世観世左近記念

観 世 能 楽 堂 公益財団法人 武田太加志記念能楽振興財団

る
こ
と
よ
と
非
難
し
ま
す
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄と
い
う
王
朝
文
学
の
雅
さ
と
︑
言
葉
の

面
白
さ
や
機
知
の
両
方
が
見
え
る
芸
と
い
え
ま
す
︒そ
し
て
︑こ
の
芸
能
は
再
会

に
結
び
付
く
の
で
は
な
く
︑母
が
真
実
を
知
る
場
面
へ
繋
がって
い
き
ま
す
︒

　
渡
し
守
が
語
る
一
年
前
の
梅
若
丸
の
物
語
は
︑
ワ
キ
方
に
と
っ
て
語
り
の

芸
を
聞
か
せ
る
大
切
な
も
の
で
す
︒ま
た
筋
の
展
開
上
で
も
重
要
な
場
面

に
な
っ
て
い
ま
す
︒乗
船
前
は
都
鳥
に
問
お
う
と
す
る
希
望
が
あ
り
ま
し
た

が
︑
舟
の
上
で
物
語
を
聞
く
う
ち
に
母
は
次
第
に
不
安
を
覚
え
︑
対
岸
で

梅
若
丸
の
死
を
確
信
︑絶
望
に
突
き
落
と
さ
れ
ま
す
︒川
の
両
岸
で
母
の
心

情
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
︒

　
さ
て
︑も
う
一つ
︑芸
と
も
い
え
る
場
面
が︿
隅
田
川
﹀に
は
あ
り
ま
す
︒後
半

の
大
念
仏
の
場
面
で
す
︒梅
若
丸
の
供
養
の
た
め
の
大
念
仏
な
の
で
当
然
明
る

さ
は
皆
無
で
す
が
︑
大
勢
の
人
々
が
声
を
合
わ
せ
て
唱
え
る
﹁
南
無
阿
弥
陀

仏
﹂
は
美
し
く
響
い
て
き
ま
す
︒大
念
仏
は
梅
若
丸
の
霊
の
出
現
を
う
な
が
す

役
目
を
担
って
い
ま
す
︒し
か
し
︑
こ
れ
は
真
の
親
子
再
会
と
い
え
る
の
で
し
ょ

う
か
︒結
末
は
︑草
の
生
い
茂
る
塚
の
前
の
母
の
姿
で
終
わ
り
ま
す
︒母
の
旅
路

が
隅
田
川
で
終
わ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
が
︑
そ
の
後
の
母
に
つい
て
も

梅
若
丸
の
成
仏
に
も
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
︒祈
り
の
果
て
に
あ
る

も
の
は
何
な
の
か
︑私
た
ち
に
問
い
か
け
る
よ
う
な
作
品
で
す
︒

　
作
者
は
世
阿
弥
の
息
子
︑
観
世
十
郎
元
雅︵
も
と
ま
さ
︶で
す
︒世
阿
弥
の

芸
談﹃
申
楽
談
儀︵
さ
る
が
く
だ
ん
ぎ
︶﹄に
は
︑︿
隅
田
川
﹀の
演
出
を
め
ぐ

る
世
阿
弥
と
元
雅
の
や
り
と
り
が
見
え
ま
す
︒世
阿
弥
は
︑
子
の
霊
は
母
に

し
か
見
え
な
い
の
だ
か
ら
︑
霊
を
実
際
に
は
舞
台
に
登
場
さ
せ
な
い
方
が
よ

い
と
言
い
︑
一
方
の
元
雅
は
子
方
な
し
で
は
で
き
な
い
と
主
張
し
ま
す
︒世
阿

弥
は
試
し
て
よ
い
方
を
採
用
す
べ
き
だ
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
︒こ
の
逸
話

に
触
発
さ
れ
て
︑子
を
出
さ
ず
声
だ
け
を
聴
か
せ
る
演
出
や
︑子
の
声
も
地

謡
に
担
当
さ
せ
る
と
い
っ
た
演
出
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒確
実

な
元
雅
作
は
ほ
か
に︿
歌
占
・
盛
久
・
弱
法
師
﹀が
あ
り
︑
ど
れ
も
非
常
に

厳
し
く
苦
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
を
描
い
て
い
ま
す
︒元
雅
は
︑
世
阿

弥
と
は
ま
た
異
な
る
独
自
の
能
を
作
っ
た
と
い
え
ま
す
︒

　
　
　
　
　
　
︵
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
　
兼
任
所
員
　
中
司
由
起
子
︶

〈花影会 今後の開催予定〉
―第 56 回 秋―

令和 6 年11月2日 (土) 13時開演
能「砧」武田文志   地頭 武田志房

狂言「杭か人か」野村　萬
能「小鍛冶 重キ黒頭」⻆幸二郎　地頭 武田宗和

―第57 回 春―
令和 7 年5 月31日 (土) 13時開演

能「屋島 弓流 奈須與市語」武田友志   地頭 観世清和   間 野村裕基
仕舞「頼政」観世清和

狂言  野村万作
舞囃子「船弁慶」武田宗典

能「大原御幸」武田文志　地頭 武田志房


