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＊　

日
本
文
化
学
科　

教
授　

平
安
時
代
物
語
文
学
・
芸
能
演
劇

新
作
能〈
蛙
ヶ
沼
〉の
再
考
・
新
演
出
に
つ
い
て

田
村
良
平＊

（
村
上　

湛
）

【
堂
本
正
樹
作

新
作
能
〈
蛙
ヶ
沼
〉
梗
概
】 

　

知
神
「
ア
ポ
ロ
ン
」
に
仕
え
る
巫
女
が
謎
の
神
示
を
受
け
、「
デ
イ
ロ
ス
の
浮
島
」

を
訪
れ
る
。
昔
、
主
神
「
ゼ
ウ
ス
」
の
愛
を
受
け
た
女
神
「
レ
イ
ト
ウ
」
は
、
ゼ
ウ

ス
の
正
妻
「
ヘ
ラ
ア
」
の
憎
し
み
を
受
け
て
出
産
の
地
を
失
い
、
こ
の
島
で
よ
う
や

く
ア
ポ
ロ
ン
を
生
ん
だ
の
だ
。
レ
イ
ト
ウ
が
水
を
欲
し
た
よ
う
に
、
巫
女
も
ま
た
渇

き
を
癒
そ
う
と
池
に
近
づ
く
や
否
や
、
不
思
議
な
こ
と
に
水
は
た
ち
ま
ち
濁
っ
て
し

ま
う
。

　

そ
こ
に
出
現
し
た
怪
し
い
男
が
、「
水
を
澄
ま
せ
て
さ
し
上
げ
よ
う
」
と
池
に
向

か
っ
て
手
を
振
る
と
、
言
葉
ど
お
り
濁
り
が
消
え
る
。
清
水
は
飲
み
得
た
も
の
の
不

審
の
念
を
抱
く
巫
女
に
対
し
、
男
は
蛙
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。「
こ
の

沼
は
も
と
も
と
、
澄
ん
だ
水
の
湧
く
清
い
池
だ
っ
た
。
あ
る
時
、
幼
な
子
を
連
れ
た

美
女
が
通
り
か
か
り
、
飲
み
水
を
乞
う
た
。
情
欲
を
催
し
た
男
た
ち
は
み
だ
ら
な
誘

い
を
持
ち
掛
け
る
も
、
拒
ま
れ
、
怒
り
に
任
せ
て
水
を
濁
ら
せ
腹
い
せ
を
し
た
。
女

は
激
怒
。『
こ
の
男
た
ち
全
員
、
醜
い
蛙
と
変
じ
て
、
千
年
に
一
度
の
み
人
語
を
発
す

る
ほ
か
は
未
来
永
劫
、
悔
や
み
嘆
き
続
け
る
が
よ
い
』
…
…
そ
の
美
女
こ
そ
、
恐
る

べ
き
女
神
レ
イ
ト
ウ
の
化
身
で
あ
り
、
無
知
蒙
昧
に
し
て
呪
わ
れ
た
男
た
ち
は
、
澱

ん
だ
古
沼
に
う
め
く
蛙
と
な
っ
た
。

　

恐
ろ
し
い
物
語
を
明
か
し
た
蛙
の
精
は
、
夕
闇
に
紛
れ
、
沼
の
中
に
消
え
る
。

　

別
の
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
沼
か
ら
現
れ
る
。そ
こ
に
訪
れ
た
男
は
、ヒ
キ
ガ
エ
ル
と
な
っ

た
老
人
の
孫
で
あ
る
。
懐
か
し
さ
の
あ
ま
り
慕
い
寄
っ
た
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
み
ず
か

ら
が
人
間
の
化
身
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ず
、
不
快
な
カ
エ
ル
に
敵
意
を
抱
く
孫
に
叩

き
殺
さ
れ
る
。

　

夜
。
レ
イ
ト
ウ
に
呪
わ
れ
た
沼
に
無
数
の
蛙
が
鳴
き
蠢
く
中
、
巫
女
は
ア
ポ
ロ
ン

に
祈
り
を
捧
げ
る
。
千
年
に
一
度
、
人
間
に
戻
り
人
語
を
解
す
る
時
が
至
り
、
出
現

し
た
蛙
の
精
。
心
操
つ
た
な
く
醜
い
姿
と
な
っ
た
因
果
応
報
を
悔
や
み
、
直
接
の
罪

も
な
い
妻
や
子
ま
で
も
沼
に
落
ち
て
死
ん
だ
非
業
の
最
期
を
嘆
く
と
、
永
遠
に
尽
き

る
こ
と
の
な
い
業
苦
に
懊
悩
し
な
が
ら
消
え
て
ゆ
く
。

【
新
作
能
〈
蛙
ヶ
沼
〉
と
そ
の
周
辺
】

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
出
て
く
る
地
名
・
人
名
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
表
音
が
あ

る
。
本
作
の
中
で
の
用
例
も
し
か
り
、「
ヘ
ラ
ア
」
は
ヘ
ラ
、「
レ
イ
ト
ウ
」
は
レ
ー

ト
ー
あ
る
い
は
レ
ト
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
デ
イ
ロ
ス
」
は
エ
ー
ゲ
海
に
浮
か

ぶ
デ
ロ
ス
島
で
あ
る
。

　

ゼ
ウ
ス
の
子
を
身
ご
も
っ
た
レ
ト
に
対
し
て
ヘ
ラ
は
、「
世
界
中
の
ど
の
地
上
に

も
出
産
す
る
場
所
を
与
え
な
い
」
呪
い
を
か
け
る
。
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
が
密
か
に
保

護
し
、
ヘ
ラ
の
呪
い
を
そ
ら
す
べ
く
、
地
上
な
ら
ぬ
浮
島
の
デ
ロ
ス
島
を
波
で
隠
し

た
の
で
、
そ
こ
で
レ
ト
は
ア
ポ
ロ
ン
を
生
む
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ポ
ロ
ン
は
月
の
女

神
ア
ル
テ
ミ
ス
と
双
子
で
、
両
神
と
も
名
高
く
人
気
も
高
い
。
レ
ト
が
水
を
飲
め
な

か
っ
た
泉
は
現
在
の
ト
ル
コ
・
リ
ュ
キ
ア
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
大
規
模
な
連28
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合
都
市
国
家
を
形
成
し
て
い
た
当
地
に
は
彼
女
を
祀
る
古
代
神
殿
の
遺
跡
が
残
り
、

レ
ト
信
仰
の
盛
ん
だ
っ
た
往
時
の
繁
栄
を
偲
ば
せ
る
。

　

古
く
戦
国
時
代
に
既
成
演
目
の
反
復
上
演
が
主
流
化
し
た
後
も
、
能
の
新
作
が

ま
っ
た
く
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
世
阿
弥
が
整
備
し
、
時
代
と
共

に
定
型
化
し
た
能
本
の
構
造
は
比
較
的
単
純
だ
か
ら
、
謡
曲
の
稽
古
に
狎
れ
た
者
で

ち
ょ
っ
と
ば
か
り
文
才
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
し
い
能
は
誰
で
も
書
け
る
。
だ
か
ら
こ

そ
と
言
う
べ
き
か
、
真
の
意
味
で
偉
大
な
詩
劇
・
戯
曲
と
称
す
る
に
値
す
る
新
作
能

は
江
戸
時
代
以
降
ほ
と
ん
ど
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　

表
章（
一
九
二
七
〜
二
〇
一
〇
年
）と
並
び
戦
後
の
能
楽
研
究
を
牽
引
し
た
横
道
萬

里
雄
（
一
九
一
六
〜
二
〇
一
二
年
）
は
、
表
に
い
さ
さ
か
欠
け
て
い
た
「
能
劇
」
の

思
想
を
追
究
し
、
み
ず
か
ら
も
筆
を
執
っ
て
新
作
能
を
作
り
な
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
詩
人
イ
エ
イ
ツ
の
劇
詩
〈
鷹
の
井
戸
〉（
一
九
一
六
年
）を
翻
案
し
た
〈
鷹
の
泉
〉

（
一
九
四
九
年
）、
そ
の
改
作
で
現
在
も
上
演
を
重
ね
る
〈
鷹
姫
〉（
一
九
六
七
年
）
で

あ
る
。
早
熟
の
鬼
才
・
堂
本
正
樹
（
一
九
三
三
〜
二
〇
一
九
年
）
が
若
き
日
に
書
い

た
〈
蛙
ヶ
沼
〉（
一
九
五
五
年
）
は
本
人
も
述
べ
る
よ
う
に
（
後
述
）、
横
道
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
。

　

ケ
ル
ト
神
話
に
基
づ
く
イ
エ
イ
ツ
の
原
作
は
、
明
治
の
名
人
と
謳
わ
れ
た
初
世
梅

若
実
（
一
九
二
八
〜
一
九
〇
九
年
）
に
よ
る
上
演
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
と
言
わ
れ

る
。
も
と
も
と
能
を
摸
し
た
こ
れ
に
取
材
し
た
横
道
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
、
ギ

リ
シ
ア
神
話
に
取
材
し
た
堂
本
の
〈
蛙
ヶ
沼
〉
は
誰
も
知
る
物
語
で
は
な
く
、
む
し

ろ
マ
イ
ナ
ー
な
逸
話
を
扱
っ
た
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は
み
な
激
越
な
性
格
の
持
ち
主
だ
。
そ
れ
だ
け
に
神
々
は
短
気

で
あ
り
、
移
り
気
で
あ
る
。
レ
ト
が
産
み
落
と
し
た
ア
ポ
ロ
ン
は
美
し
く
若
い
男
神

で
、
芸
術
文
化
を
守
護
す
る
知
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
意
に
反
し
た
者
を
罰
す
る

残
虐
も
辞
さ
な
い
。
女
神
の
中
で
最
も
柔
和
な
部
類
に
属
す
る
レ
ト
で
す
ら
、
ヘ
ラ

の
妨
害
で
安
産
の
女
神
エ
イ
レ
イ
テ
ュ
イ
ア
の
守
護
を
受
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
九
日
九

夜
、
難
産
の
苦
痛
に
耐
え
抜
い
た
。
旅
の
美
女
の
正
体
を
知
ら
ず
、
た
ま
さ
か
邪
な

淫
慾
を
抱
い
て
意
地
悪
し
た
男
た
ち
は
、
た
ち
ま
ち
レ
ト
の
逆
鱗
に
触
れ
醜
い
ヒ
キ

ガ
エ
ル
に
変
え
ら
れ
て
、
永
遠
の
苦
悩
の
ま
ま
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
〈
鷹
の
泉
〉〈
鷹
姫
〉
の
老
人
が
、
百
年
に
一
度
だ
け
清
水
の
湧
き
出
す
泉
を
守

護
し
な
が
ら
も
、
肝
腎
の
時
に
は
昏
々
と
眠
り
こ
け
、
永
遠
に
待
ち
続
け
る
運
命
に

あ
る
の
と
通
底
す
る
。

　
〈
蛙
ヶ
沼
〉
の
収
録
さ
れ
た
作
者
の
処
女
出
版
『
僕
の
新
作
能
』
後
記
に
、
自
身
の

創
作
活
動
に
つ
い
て
「
万
里
雄
さ
ん
が
居
無
か
つ
た
ら
」「
ど
れ
丈
感
謝
し
て
る
か
判

ら
な
い
」
と
、
横
道
に
寄
せ
る
熱
烈
な
謝
辞
を
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、
喜
多
流
シ

テ
方
宗
家
・
喜
多
実
の
求
め
に
よ
っ
て
書
か
れ
実
際
に
上
演
も
さ
れ
た
横
道
の
初
案

〈
鷹
の
泉
〉こ
そ
、
若
き
日
の
堂
本
に
と
っ
て
新
作
能
の
原
風
景
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
は
美
文
を
連
ね
た
だ
け
の
陳
腐
な
「
そ
れ
ら
し
い
能
」
と
は
全
く
異
な
る
、
能

の
本
質
を
見
定
め
て
創
作
さ
れ
た
、
前
衛
的
な
詩
劇
で
あ
る
。

　

囃
子
事
に
精
通
し
て
い
た
横
道
の
〈
鷹
姫
〉
は
斬
新
な
作
曲
技
法
で
鞏
固
に
構
築

さ
れ
て
い
る
反
面
、
元
は
理
学
部
出
身
で
理
数
系
の
横
道
自
身
「
文
学
の
人
」
で
は

な
い
だ
け
に
、
修
辞
が
生
硬
で
余
韻
に
欠
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
囃
子
事
に
疎

か
っ
た
堂
本
は
そ
の
点
で
は
抽
象
的
な
指
示
し
か
与
え
ら
れ
な
い
が
、
尖
鋭
的
な
劇

作
家
・
演
劇
評
論
家
た
る
「
文
学
の
人
」
だ
け
に
、
劇
的
趣
向
と
詩
的
表
現
に
優
れ

て
い
る
。
千
年
に
一
度
だ
け
人
語
を
発
す
る
シ
テ
・
蛙
の
精
と
、
二
十
年
前
に
変
身

し
た
間
狂
言
・
老
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
関
係
性
が
曖
昧
で
説
得
力
を
欠
く
（
作
劇
上
こ
の

欠
点
は
覆
い
が
た
い
）な
ど
、
若
書
き
ゆ
え
の
筆
力
不
足
も
散
見
さ
れ
る
と
は
い
え
、

予
想
外
の
神
罰
を
受
け
て
不
条
理
の
沼
に
沈
む
蛙
＝
人
間
の
業
を
抉
り
出
す
視
点
に29
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は
精
彩
が
あ
る
。
劇
中
、
執
拗
に
反
復
さ
れ
る
「
愚ぐ

詠え
い

、
業ご
う

々ご
う

」
の
呻
き
は
、
蛙
の

鳴
き
声
を
パ
ロ
デ
ィ
カ
ル
に
写
し
た
も
の
。
人
間
の
発
す
る
コ
ト
バ
と
は
し
ょ
せ
ん

愚4

か
な
詠4

歎
に
過
ぎ
ず
、
業4

の
深
い
贅
言
だ
。

　

一
般
の
能
の
ワ
キ
は
必
ず
男
性
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
蛙
ヶ
沼
〉
で
こ
れ
に
相
当

す
る
の
は
巫
女
つ
ま
り
女
性
で
あ
る
。
一
九
六
三
年
二
月
、
東
京
・
梅
若
能
楽
学
院

会
館
能
楽
堂
に
お
け
る
堂
本
の
結
婚
式
で
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
作
〈
ア
ガ
メ
ム
ノ

ン
〉
か
ら
「
カ
ッ
サ
ン
ド
ラ
狂
乱
」
が
自
身
の
演
出
で
抜
粋
上
演
さ
れ
た
（『
三
島
由

紀
夫
の
演
劇
』）。
百
発
百
中
の
予
知
能
力
を
具
え
な
が
ら
、
ア
ポ
ロ
ン
の
呪
い
を
受

け
て
誰
に
も
信
じ
て
も
ら
え
な
い
美
女
カ
ッ
サ
ン
ド
ラ
は
演
劇
的
憑
依
の
表
象
で
あ

る
。
こ
の
能
で
も
、
ア
ポ
ロ
ン
と
そ
の
母
レ
ト
の
神
意
を
体
す
る
憑
依
の
巫
女
が
、

神
慮
に
背
く
劫
罰
を
受
け
た
愚
か
な
人
間
＝
蛙
た
ち
の
運
命
を
透
視
す
る
。

堂
本
正
樹
作　

新
作
能
〈
蛙
ヶ
沼
〉
上
演
詞
章

【
底
本
】
一
九
九
九
年
「
能
劇
の
座
」
記
念
公
演
版
（
一
九
五
五
年

『
僕
の
新
作
能
』
初
稿
版
に
基
く
、
原
作
者
に
よ
る
改
訂
版
）

※
全
体
の
小
段
構
成
は
今
回
の
新
案
に
拠
る
。《　

》
は
囃
子

事
、﹇　

﹈
は
小
段
、「　

は
コ
ト
バ　

〽　

は
節
を
示
す
。

１
・

ア
ポ
ロ
ン
に
仕
え
る
巫
女
が
謎
め
い
た
神
示
を
受
け
、
デ
イ
ロ
ス
島
を
訪
れ

る
。

《
ア
シ
ラ
イ
》

﹇
次
第
﹈

地
謡
〽
来
た
れ
る
方
も
去
る
方
も
、
来
た
れ
る
方
も
去
る
方
も
、
知
ら
ね
ど
運
命
知

ら
る
る

﹇（
語
リ
）﹈

巫
女
「
お
う
、
こ
こ
は
デ
イ
ロ
ス
の
浮
島
に
て
候
、
昔
天
な
る
父
神
ゼ
ウ
ス
に
想
は

れ
て
、
孕
み
し
女
神
レ
イ
ト
ウ
は
、
ゼ
ウ
ス
の
妻
ヘ
ラ
ア
に
追
は
れ
て
地
を
迷
ひ
、

や
う
や
う
こ
の
島
に
て
子
を
娩
む
を
得
し
と
承
り
候
、
そ
の
時
の
お
ん
子
こ
そ
、

我
が
仕
ふ
る
ア
ポ
ロ
ン
の
神

〽
我
が
神
の
示
し
に
否
む
術
な
く
、
わ
れ
今
こ
の
浮
島
に
至
り
た
り

「
神
は
何
を
わ
れ
に
求
め
給
ふ
、
何
に
遭
は
せ
給
ふ
や
、
ア
ポ
ロ
ン
は
天
空
に
あ
り
、

そ
の
神
の
誘
ひ
の
宛
て
処
も
無
く

〽
余
り
に
苦
し
き
旅
路
、
せ
め
て
は
水
を
…
…
、
あ
ゝ
、
曠
野
は
茫
々
と
し
て
人
影

も
な
く
、
緑
も
枯
れ
て
大
地
は
骨
片
を
敷
く
に
似
て
白
し

「
や
、
こ
れ
な
る
丘
の
窪
に
籠
り
沼
の
候
、
水
は
混
沌
と
澱
む
に
、
僅
か
に
生
ふ
る
草

の
茂
み
の
中
に
は
、
泉
と
も
見
ま
が
ふ
清
水
な
り

〽
不
思
議
な
が
ら
も
嬉
し
や
と
、
間
近
う
寄
つ
て
飲
ま
ん
と
す
れ
ば

﹇
上
ゲ
歌
﹈

地
謡
〽
清
水
の
底
の
忽
ち
に
、
清
水
の
底
の
忽
ち
に
、
曇
り
濁
り
て
散
り
広
が
れ
ば
、

飲
む
べ
く
も
無
し
、
浅
ま
し
や

２
・

水
を
飲
も
う
と
し
て
も
濁
っ
て
飲
め
ぬ
巫
女
の
前
に
、
怪
し
い
男
が
現
れ
、
水

を
澄
ま
す
。

﹇
問
答
﹈

男
「
の
う
の
う
、
そ
の
清
水
澄
ま
し
申
さ
ん
、
暫
く
待
た
せ
給
へ

地
謡
〽
愚
詠
、
業
々
、
愚
詠
、
業
々

巫
女
〽
水
芦
騒
ぐ
向
か
ひ
の
岸
よ
り
、
来
た
れ
る
人
の
言
葉
は
何
ぞ
、
人
か
獣
か
覚

束
な

男
「
誰
・
彼
よ
り
も
先
づ
水
を
と
、
立
ち
寄
る
影
は
か
げ
ろ
ふ
の
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巫
女
〽
声
も
姿
も

男
〽
見
え
、
隠
れ
つ

﹇
上
ゲ
歌
﹈

地
謡
〽
水
に
向
か
ひ
て
手
を
振
れ
ば
、
水
に
向
か
ひ
て
手
を
振
れ
ば
、
流
石
濁
れ
る

沼
水
の
、
澄
み
し
清
水
を
汲
み
給
へ
、
一
つ
わ
れ
ら
の
袖
ひ
ぢ
て
、
参
ら
せ
ん
旅

人
、
緑
の
水
ぞ
頼
も
し
き

３
・

侮
辱
さ
れ
た
女
じ
つ
は
女
神
の
呪
い
に
よ
り
里
の
男
た
ち
が
蛙
と
変
じ
、
清

水
も
濁
り
沼
と
な
っ
た
昔
を
語
り
、
怪
し
い
男
じ
つ
は
蛙
の
精
は
水
中
に
消
え

る
。

﹇
問
答
﹈

巫
女
「
お
ん
出
で
に
よ
つ
て
渇
き
を
潤
し
て
候
、
ま
た
お
ん
言
葉
を
承
る
に
、
人
の

言
葉
に
は
似
た
れ
ど
も
、
ま
た
枯
れ
枯
れ
に
す
が
た
れ
て
、
聞
き
取
り
が
た
き
は

不
審
な
り

男
「
聞
き
取
り
が
た
き
と
は
仰
せ
あ
れ
ど
、
申
さ
ん
事
の
あ
ら
か
た
は

巫
女
「
げ
に
そ
の
言
葉
の
受
け
、
応
へ
を

男
「
な
し
得
し
事
は
、
い
つ
よ
り
ぞ
や

〽
お
ん
姿
を
見
奉
れ
ば
、
神
に
仕
ふ
る
人
な
る
べ
し
、
昔
を
思
ひ
悔
し
さ
に
、
真
清

水
も
濁
る
我
が
命
、
業
却
の
尽
く
る
時
は
い
つ

﹇
□
﹈

地
謡
「
愚
詠
、
業
々
、
愚
詠
、
業
々
、
愚
詠
、
業
々
、
愚
詠
、
業
々

﹇
問
答
﹈

巫
女
「
聞
け
ば
水
面
に
蛙
の
声
、
さ
も
姦
し
く
湧
き
起
こ
る
ぞ
や

男
「
今
こ
の
沼
の
名
は
蛙
ケ
沼
、
人
恋
し
さ
に
浮
き
上
が
り
、
鳴
く
ぞ
と
こ
そ
は
思

し
召
せ

巫
女
「
獣
と
人
の
半
ば
の
言
葉
を
、
語
れ
る
人
の
謂
は
れ
は
い
か
に
、
も
し
や
我
が

神
の
示
し
の
所
は
、
こ
の
蛙
ヶ
沼
に
て
あ
る
や
ら
ん

男
「
お
う
、
そ
の
縁
こ
そ
頼
む
な
り

﹇
語
リ
﹈

男
「
こ
の
沼
の
昔
は
清
く
水
湧
く
清
水
に
て
、
常
に
島
人
集
ひ
て
さ
ん
ざ
め
く
、
あ

る
時
、
幼
児
を
抱
き
し
母
一
人
、
こ
の
池
に
来
た
り
て
水
を
請
ふ
、
里
人
ら
そ
の

女
人
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
、
よ
こ
し
ま
な
る
思
ひ
を
な
し
し
も
、
拒
ま
れ
し
悔

し
さ
に
水
を
与
へ
ず
、
ま
し
て
池
に
入
り
水
を
掻
き
濁
す
、
そ
の
時
女
憤
り
を
天

に
吐
く
は
、
ゼ
ウ
ス
よ
、
こ
れ
ら
の
里
人
は
呪
は
る
べ
し
、
そ
の
一
人
た
り
と
も

こ
こ
を
去
ら
せ
じ
、
世
終
り
ま
で
こ
の
池
の
蛙
と
な
つ
て
、
千
年
に
一
度
人
の
言

葉
を
与
ふ
る
外
、
我
が
な
せ
し
業
を
醜
き
声
に
て
、
悔
や
み
嘆
け
よ
、
と

地
謡
〽
叫
ぶ
と
同
じ
く
女
は
、
輝
く
女
神
と
、
我
ら
は
醜
き
蛙
と
変
じ
た
り
け
り

﹇
□
﹈

地
謡
〽
愚
詠
、
業
々
、
愚
詠
、
業
々

﹇
歌
﹈

地
謡
〽
そ
の
ま
ま
水
に
浮
き
沈
み
、
悲
し
む
声
も
枯
れ
枯
れ
に
、
今
も
醜
き
鳴
き
声

を
、
聞
こ
し
召
せ
巫
女
、
恐
ろ
し
の
呪
ひ
や
な
、
夕
陽
も
傾
き
ぬ
、
芦
影
も
色
深

し
、
蛙
の
声
も
重
く
れ
て
、
水
暗
む
時
な
れ
や
、
恥
づ
か
し
や
我
も
ま
た
、
蛙
の

精
と
名
乗
り
捨
て
、
沼
面
の
水
藻
押
し
分
け
て
、
水
の
底
に
沈
み
け
り
、
水
の
底

に
沈
み
け
り

﹇
□
﹈

地
頭
〽
業
・
劫…

…

沼
は
深
し
数
千
年
、
そ
の
昔
の
再
び
、
現
る
る
幻
こ
そ
、
う
つ

つ
の
中
の
う
つ
つ
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４
・
ヒ
キ
ガ
エ
ル
と
な
っ
た
老
人
の
前
に
、
孫
で
あ
る
里
人
が
現
れ
る
が
祖
父
だ
と

は
気
づ
か
ず
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
叩
き
殺
さ
れ
る
。

老
蛙
「
こ
れ
は
こ
の
沼
に
棲
む
蟇
蛙
で
ご
ざ
る
、
某
も
古
く
は
人
間
の
端
く
れ
で
ご

ざ
つ
た
が
、
さ
る
時
ふ
と
し
た
過
ち
が
ご
ざ
つ
て
、
か
や
う
の
す
が
た
と
な
つ
て

ご
ざ
る
、
昨
日
今
日
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
は
や
二
十
ヶ
年
に
も
な
り
ま
せ
う
か
、

今
日
は
良
い
天
気
で
ご
ざ
る
に
よ
つ
て
、
岸
に
上
が
つ
て
み
う
と
思
ひ
ま
す
る
。

ブ
ク
ブ
ク
ブ
ク
、
ス
ル
ス
ル
ス
ル
、
バ
チ
ヤ
ツ
、
や
つ
と
な
、
さ
て
も
さ
て
も
、

暗
い
沼
野
の
底
と
は
違
う
て
、
土
の
か
を
り
は
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
懐
か
し
い
も
の

で
ご
ざ
る
、
石
く
れ
土
く
れ
、
草
の
葉
の
一
つ
一
つ
に
も
、
過
ぎ
し
方
の
思
ひ
に

繋
が
ら
ぬ
も
の
と
て
は
ご
ざ
な
い
、
い
や
い
や
、
云
う
て
帰
ら
ぬ
事
で
ご
ざ
れ
ば
、

暫
く
こ
れ
に
て
ま
ど
ろ
ま
う
と
存
ず
る

里
人
「
こ
れ
は
こ
の
辺
り
に
住
む
里
人
で
ご
ざ
る
、
今
日
は
天
気
も
良
く
、
風
も
心

地
よ
く
吹
き
ま
す
れ
ば
、
蛙
ヶ
沼
の
辺
り
に
参
り
、
心
を
慰
め
う
ず
る
と
存
ず
る
。

ま
こ
と
に
蛙
ヶ
沼
と
申
す
は
、
蛙
の
沢
山
棲
む
沼
に
て
、
我
ら
の
親
父
殿
の
親
父

様
は
、
昔
こ
の
あ
た
り
に
て
神
隠
し
に
遭
ひ
、
行
方
知
ら
ず
に
な
ら
れ
た
と
申
す
、

こ
の
爺
様
に
は
、
我
ら
も
童
の
時
分
に
随
分
と
可
愛
が
ら
れ
た
、
肩
車
を
し
て
貰

ひ
な
が
ら
居
寝
て
、
寝
小
便
を
し
た
と
申
す
が
、
少
し
も
叱
ら
せ
ら
れ
な
ん
だ
と

承
る
ぞ
。
い
や
何
か
と
い
ふ
う
ち
こ
れ
は
蛙
ヶ
沼
ぢ
ゃ
、
ハ
ー
ッ
、
ま
こ
と
に
ど

ん
よ
り
と
深
い
沼
か
な
、
こ
れ
な
ら
ば
人
が
は
ま
つ
て
も
、
死
骸
の
上
が
り
や
う

も
ご
ざ
る
ま
い
、
ま
こ
と
に
い
た
は
し
き
事
か
な
、
い
や
、
遠
出
の
慰
み
に
こ
こ

に
地
酒
を
一
つ
用
意
し
た
、
せ
め
て
の
手
向
け
と
い
た
し
ま
せ
う
、
オ
ツ
ト
ツ
ト

ト
、
あ
ま
り
に
手
向
け
を
し
て
は
某
の
分
が
減
る
、
あ
と
は
こ
の
喉
に
手
向
け
ま

せ
う
。
や
つ
と
な

老
蛙
「
あ
、
寝
た
事
か
な
寝
た
事
か
な
、
ハ
テ
、
何
や
ら
良
い
匂
ひ
が
い
た
す
が
、

何
事
ぢ
や
し
ら
ん
、
さ
て
こ
そ
あ
れ
に
人
間
が
来
を
つ
た
、
石
投
げ
ら
れ
て
は
な

る
ま
い
、
ポ
ツ
チ
ヤ
ン
、
い
や
、
あ
れ
は
ど
こ
や
ら
で
見
た
や
う
な
顔
で
ご
ざ
る
、

あ
れ
は
誰
で
あ
ら
う
ぞ
、
近
寄
つ
て
見
ね
ば
な
る
ま
い
、
思
ひ
出
し
た
、
あ
れ
は

身
共
の
孫
で
ご
ざ
る
、
こ
ゝ
、
小
鼻
の
脇
の
ほ
く
ろ
が
証
拠
ぢ
や
、
さ
て
も
さ
て

も
、
暫
く
見
ぬ
う
ち
に
い
か
う
成
人
し
た
、
身
共
が
ゐ
た
頃
は
よ
ち
よ
ち
歩
き
で

ご
ざ
つ
た
が
、
今
は
天
晴
れ
若
い
衆
で
ご
ざ
る
、
定
め
て
女
子
供
も
出
来
た
で
ご

ざ
ら
う
、
嬉
し
や
嬉
し
や
、
こ
の
果
報
を
得
や
う
と
は
、
夢
に
も
思
は
な
ん
だ
、

あ
ら
懐
か
し
や
孫
よ
、
父
は
達
者
か
母
は
堅
固
か

里
人
「
こ
の
蟇
蛙
は
急
に
ゲ
ロ
ゲ
ロ
と
鳴
き
出
し
た
、
さ
て
も
さ
て
も
姦
し
い
事
か

な
、
そ
れ
に
身
共
に
近
寄
つ
て
来
る
、
あ
た
忌
々
し
い
あ
ち
へ
失
せ
い
あ
ち
へ
失

せ
い

老
蛙
「
こ
れ
は
い
か
な
事
、
あ
ち
へ
失
せ
い
と
ぬ
か
し
を
る
、
や
あ
や
あ
、
爺
に
向

か
つ
て
何
を
云
ふ
ぞ
や

里
人
「
ま
た
鳴
き
出
し
た

老
蛙
「
孫
よ
孫
よ

里
人
「
あ
ゝ
、
汚
い
事
か
な
、
蛙
奴
が
こ
こ
に
飛
び
つ
き
を
つ
た
、
も
う
堪
忍
が
な

ら
ぬ
、
叩
き
潰
し
て
や
ら
う
ず
、
あ
や
あ
こ
の
ど
ぶ
蛙
の
古
蛙
奴
、
こ
れ
を
く
ら

つ
て
往
生
せ
い

老
蛙
「
こ
れ
は
非
道
な
、
爺
を
殺
す
と
い
ふ
事
が
あ
る
も
の
か
い
や
い
あ
る
も
の
か

い
や
い

里
人
「
ド
汚
い
蛙
の
分
際
で
、
人
間
様
に
向
か
つ
て
来
る
さ
う
な
、
い
よ
い
よ
堪
忍

が
な
ら
ぬ
、
エ
イ
や
あ

老
蛙
「
あ
、
痛
や
の
痛
や
の
、
先
づ
待
つ
て
く
れ
い
、
先
づ
待
つ
て
く
れ
い

里
人
「
こ
の
、
こ
の
、
こ
の
蟇
蛙
が

老
蛙
「
わ
あ
、
助
け
て
く
れ
い
助
け
て
く
れ
い
、
そ
な
た
が
童
の
頃
、
ど
れ
程
身
共

の
世
話
に
な
つ
た
と
思
ふ
ぞ
、
爺
に
抱
か
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
今
ま
で
ど
れ
程
む
づ32
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が
つ
て
ゐ
て
も
、
泣
き
や
ん
だ
そ
ち
で
は
な
い
か

里
人
「
そ
の
鳴
き
声
が
汚
う
て
我
慢
が
な
ら
ぬ
、
姿
形
も
醜
う
て
ふ
た
め
と
見
た
う

も
な
い
、
ま
し
て
や
人
に
飛
び
つ
く
ど
は
身
の
程
を
知
ら
ぬ
、
エ
イ
や
あ

老
蛙
「
ギ
ヤ
ア
、
グ
チ
ヤ
ッ

里
人
「
や
う
や
う
く
た
ば
つ
た
さ
う
な
、
さ
て
も
さ
て
も
小
気
味
よ
い
事
か
な
、
い

や
、
臓
物
の
は
み
出
た
腹
を
さ
ら
し
た
死
に
や
う
は
、
何
と
も
浅
ま
し
い
ザ
マ
で

ご
ざ
る
、
い
や
、
我
ら
の
子
供
が
、
蟹
を
釣
る
餌
に
裂
い
た
蛙
が
欲
し
い
と
申
し

て
ゐ
た
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
行
つ
て
や
ら
う
と
存
ず
る
、
さ
れ
ど
も
手
で

持
つ
は
あ
ま
り
に
汚
う
ご
ざ
る
に
よ
つ
て
、
足
で
蹴
り
な
が
ら
帰
ら
う
、
そ
れ
、

や
つ
と
な
、
や
つ
と
な
、
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ

５
・

巫
女
が
ア
ポ
ロ
ン
に
祈
り
を
捧
げ
る
。

﹇
□
﹈

地
頭
〽
愚
詠
、
業
々
、
沼
は
深
し
数
千
年
、
そ
の
昔
の
再
び…

…

﹇（
ノ
リ
コ
ト
バ
）﹈

巫
女
「
ア
ポ
ロ
ン
、
ア
ポ
ロ
ン
、
お
ん
身
の
お
ん
母
の
屈
辱
の
沼
に
、
閉
じ
込
め
ら

れ
し
者
の
声
を
、
我
に
聞
き
分
け
さ
せ
給
へ
や
、
ア
ポ
ロ
ン

﹇
サ
シ
﹈

蛙
精
〽
夜
は
長
し
と
も
朝
あ
り
と
は
、
い
づ
く
の
国
の
理
ぞ
や

﹇
一
セ
イ
﹈

地
謡
〽
ご
覧
ぜ
よ
目
の
あ
た
り

蛙
精
〽
明
け
ぬ
夜
も
あ
り
、
明
け
ぬ
夜
も
あ
り

地
謡
〽
恐
ろ
し
や

６
・

蛙
の
精
が
現
れ
、
女
神
レ
イ
ト
ウ
の
怒
り
に
よ
っ
て
人
身
を
奪
わ
れ
て
、
千
年

に
一
度
の
み
人
語
を
発
す
る
呪
い
を
掛
け
ら
れ
た
身
を
嘆
く
。

﹇
掛
ケ
合
﹈

巫
女
〽
騒
ぐ
水
面
に
浮
か
み
出
で
、
岸
を
慕
へ
る
そ
の
姿
、
さ
も
浅
ま
し
き
古
蛙

蛙
精
〽
蛙
は
岸
に
這
ひ
上
が
り
、
我
を
ば
厭
ひ
給
ふ
な
よ

巫
女
〽
姿
は
蛙
声
は
人

蛙
精
〽
一
千
年
に
た
だ
一
度

巫
女
〽
人
と
言
葉
を
蛙
沼

蛙
精
〽
そ
の
一
日
は
巡
り
来
て

巫
女
〽
逢
ひ
に
あ
ひ
た
り

蛙
精
〽
お
ん
巫
女
よ

﹇
上
ゲ
歌
﹈

地
謡
〽
レ
イ
ト
ウ
の
お
ん
子
ア
ポ
ロ
ン
に
、
仕
へ
ま
し
ま
す
人
な
ら
ば
、
罪
を
宥
め

て
た
び
給
へ
、
蛙
ケ
沼
の
罪
咎

﹇
ク
セ
﹈

地
謡
〽
懐
か
し
や
い
に
し
へ
は
、
懐
か
し
や
い
に
し
へ
は
、
共
に
貧
し
く
、
憂
さ
も

等
し
く
飢
ゑ
も
ま
た
、
わ
れ
共
に
担
へ
ば
、
他
を
知
ら
ぬ
、
浮
島
の
楽
し
み

蛙
精
〽
さ
れ
ど
初
め
て
、
輝
く
女
人
を
見
そ
め
て
は

地
謡
〽
珍
し
き
に
驚
き
、
美
し
き
に
思
ひ
お
こ
り
、
そ
の
綺
麗
を
妬
み
、
浅
ま
し
き

修
羅
に
、
捉
へ
ら
れ
て
我
を
忘
れ
、
我
と
招
き
し
こ
の
因
果
ぞ
、
罪
の
報
い
ぞ
恐

ろ
し
き

﹇
□
﹈

地
頭
〽
女
は
怒
り
て
去
り
ぬ
、
さ
て

蛙
精
〽
我
ら
も
、
我
が
家
に
帰
ら
ん
と

﹇
中
ノ
リ
地
﹈

33
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地
謡
〽
す
れ
ど
も
、
見
え
ぬ
手
の
手
を
掴
み
、
足
首
を
留
め
て
、
沼
を
離
る
る
や
う

ぞ
無
き
、
こ
は
い
か
に
と
も
が
き
つ
つ
、
水
に
映
れ
る
影
を
・
見
れ
ば

蛙
精
〽
こ
は
、
蛙

　
　
《
立
回
リ
》

地
謡
〽
こ
は
我
か
、
我
が
影
か
、
見
れ
ど
も
、
見
れ
ど
も
我
が
姿
な
り
け
り
、
皆
々

蛙
に
変
は
り
け
る
ぞ
や
、
恐
ろ
し
や

７
・

女
神
の
呪
い
は
自
身
の
み
な
ら
ず
、
妻
や
子
に
ま
で
も
及
ん
で
死
に
至
ら
し
め

た
悲
劇
を
語
り
、
蛙
の
精
は
救
い
を
求
め
つ
つ
虚
し
く
泣
き
叫
ぶ
。

﹇
サ
シ
﹈

地
謡
〽
見
返
れ
ば
女
は
、
輝
く
女
神
と
な
り
、
怒
り
の
眼
尖
り
矢
と
な
つ
て
、
醜
き

蛙
共
を
射
貫
く
、
許
し
給
へ
我
が
咎

﹇
中
ノ
リ
地
﹈

蛙
精
〽
げ
に
恐
ろ
し
き
身
の
運
命

地
謡
〽
げ
に
恐
ろ
し
き
身
の
運
命
、
我
ら
の
還
ら
ぬ
事
を
案
じ
て
、
夜
に
入
り
村
の

人
々
、
松
火
を
か
ざ
し
つ
つ
、
こ
の
池
の
辺
に
尋
ね
来
る
、
こ
は
嬉
し
、
我
よ
こ

こ
よ
と
答
ふ
れ
ど
も
、
甲
斐
な
き
も
理
や
、
彼
は
人
わ
れ
は
蛙

﹇
ノ
リ
地
﹈

地
謡
〽
遠
ざ
か
り
行
く
松
火
の
、
影
遙
々
と
見
送
り
て
、
皆
々
岸
に
伏
し
ま
ろ
び
、

声
を
限
り
に
叫
べ
ど
も

﹇（
語
り
）﹈

蛙
精
「
身
は
蛙
な
り
け
り
、
我
が
持
て
る
一
人
子
の
、
父
よ
父
よ
と
呼
ば
ひ
つ
つ
、

そ
の
後
一
人
来
た
つ
て
、
そ
こ
や
か
し
こ
を
尋
ね
果
て
、
芦
の
葉
茂
る
深
間
に
、

足
を
取
ら
れ
て
ず
る
ず
る
と
、
引
き
込
ま
れ
溺
れ
死
に
ぬ

〽
こ
れ
も
報
い
か
浅
ま
し
や
、
か
く
て
清
水
の
湧
き
し
池
は
、
蛙
ヶ
沼
と
濁
り
果
て

た
り

﹇
歌
﹈

地
謡
〽
そ
れ
の
み
か
我
が
妻
の
、
そ
れ
の
み
か
我
が
妻
の
、
夫
を
失
ひ
子
を
死
な
せ
、

心
も
空
に
こ
の
沼
に
て
、
夫
・
我
が
子
の
幻
を
、
追
ひ
求
め
踏
み
入
り
、
こ
れ
も
空

し
く
な
り
に
け
り
、
あ
ま
り
に
む
ご
や
凄
ま
じ
や
、
取
り
付
き
嘆
く
わ
れ
蛙
、
二

人
の
、
骸
は
歳
月
に
、
白
骨
と
変
は
れ
ど
も
、
我
は
変
は
ら
ぬ
沼
蛙
、
永
劫
の
変

身
悲
し
や
な
、
助
け
て
給
べ
や
神
々
、
取
り
次
ぎ
給
へ
巫
女
と
、
泣
き
叫
ぶ
声
々

は
、
愚
詠
業
々
、
愚
詠
業
々

﹇
□
﹈

蛙
精
〽
愚
詠
々
々

地
謡
〽
愚
詠
業
々
、
愚
詠
業
々
、
愚
詠
業
々
、
愚
詠
業
々
、
愚
詠
業
々

蛙
精
〽
愚
詠
業
々

﹇（
次
第
）﹈

地
謡
〽
来
た
れ
る
方
も
去
る
方
も
、
来
た
れ
る
方
も
去
る
方
も
、
知
ら
ね
ど
運
命
知

ら
る
る【

二
〇
二
三
年
上
演
版　

堂
本
正
樹
作



新
作
能
〈
蛙
ヶ
沼
〉
再
演
出
プ
ラ
ン
】
作
成
・
村
上　

湛

★
原
則
と
し
て
一
九
九
九
年
「
能
劇
の
座
」
上
演
版
（
以
下
「
原
版
」
と
称
す
）
に
基

づ
き
つ
つ
、
演
出
面
で
随
所
に
新
し
い
工
夫
を
加
え
た
。
詞
章
・
節
付
・
手
付
は

殆
ど
原
版
ど
お
り
で
あ
る
。

★
今
回
の
新
案
で
新
た
に
「
女
神
レ
イ
ト
ウ
」（
後
ツ
レ
）
を
配
役
し
た
。
後
場
の
み

登
場
し
わ
ず
か
な
所
作
を
見
せ
る
黙
役
だ
が
、
全
体
が
人
間
の
み
に
よ
る
ド
ラ
マ

で
は
な
く
、「
女
神
の
視
線
」
が
常
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
点
に
悲
劇
の
本
質
が34
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あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
、
大
切
な
役
で
あ
る
。
作
者
・
堂
本
正
樹
が
兄
事
し
た
横

道
萬
里
雄
の
〈
鷹
姫
〉
鷹
姫
役
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
良
い
。

★
原
版
と
大
き
く
異
な
る
点
を
大
ま
か
に
述
べ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
・ 

女
神
レ
イ
ト
ウ
役
を
新
た
に
創
作
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
作
リ
物
の
性
格
も
変

え
、
原
版
で
の
「
蛙
の
精
の
住
む
水
底
」
か
ら
、「
女
神
レ
イ
ト
ウ
の
居
処
」

に
変
更
し
た
。  

２
・ 

ワ
キ
（
巫
女
）
は
自
然
木
の
杖
（
原
版
）
で
は
な
く
降
霊
の
呪
具
で
あ
る
弓
を

杖
に
突
き
、
霊
媒
師
役
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

３
・ 

前
シ
テ
（
男
じ
つ
は
蛙
の
化
身
）
は
作
リ
物
か
ら
（
原
版
）
で
な
く
幕
か
ら
出

る
。
こ
れ
に
伴
い
中
入
も
作
リ
物
へ
で
は
な
く
幕
へ
入
る
。

４
・ 

間
狂
言
の
間
、
ワ
キ
は
鏡
板
前
へ
ク
ツ
ロ
グ（
原
版
）こ
と
は
せ
ず
、
脇
座
下

居
の
ま
ま
で
い
る
。

５
・ 

オ
モ
ア
イ
（
老
蛙
）
は
、
作
リ
物
背
後
（
原
版
）
か
ら
で
は
な
く
、
幕
か
ら
出

る
。

６
・ 

ア
ド
ア
イ
（
里
人
）
の
持
つ
酒
器
は
小
型
酒
器
（
原
版
）
で
は
な
く
、
銀
塗
り

大
瓢
箪
お
よ
び
酌
扇
に
変
え
る
。

７
・ 

後
シ
テ
（
蛙
の
精
）
は
作
リ
物
か
ら
（
原
版
）
で
は
な
く
幕
か
ら
出
る
。

８
・ 

後
シ
テ
が
最
後
、
水
衣
を
抱
き
妻
子
の
白
骨
に
見
立
て
る
型（
原
版
）は
取
り

止
め
る
。

９
・ 

最
後
は
シ
テ
が
作
り
物
に
入
る（
原
版
）の
で
は
な
く
、
幕
に
入
る
。
そ
の
後

ツ
レ（
女
神
レ
イ
ト
ウ
）が
一
人
で
舞
台
に
残
り
、
脇
能
の
シ
テ
の
よ
う
に
ト

メ
る
。

【
面
と
装
束
】

前
シ
テ
・
男
じ
つ
は
蛙
の
化
身　
　

面
・
蛙
。　

バ
ス
鬘
。
着
付
・
小
格
子
厚
板
の
類
。
水
衣
。
腰
帯
。
手
に
何
も
持

た
ず
。

★
原
版
で
は
胡
麻
塩
を
用
い
た
が
、
黒
髪
の
ほ
う
が
ヌ
メ
っ
と
湿
っ
た
怪
し
さ
が

出
る
。
今
回
は
黒
髪
と
し
た
。

後
シ
テ
・
蛙
の
精　
　

面
・
悪
尉
の
類
。　

白
頭
。
着
付
・
厚
板
。
袷
法
被
。
半
切
。
鹿
背
杖
（
紺
緞
巻
）。

鬼
扇
。

★
原
版
で
は
緑
彩
色
の
創
作
新
面
に
合
わ
せ
薄
緑
の
足
袋
を
履
い
た
が
、
今
回
は

古
作
定
型
の
面
に
常
の
白
足
袋
と
す
る
。

後
ツ
レ
・
女
神
レ
イ
ト
ウ　
　

面
・
橋
姫
ま
た
は
増
。　

黒
垂
。
紅
入
鬘
帯
。
輪
冠
（
月
輪
立
）。
衿
・
白
／
浅
黄　

着
付
・
赤
地
鱗
箔
。
白
地
袷
狩
衣
（
衣
紋
に
着
る
・
露
は
緋
色
）。
赤
地
半
切
。
繍

紋
腰
帯
。
童
扇
。

★
ワ
キ
・
巫
女
は
男
神
・
ア
ポ
ロ
ン
に
仕
え
る
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能

は
母
神
・
レ
イ
ト
ウ
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
が
、
そ

れ
を
反
映
し
て
男
装
の
女
神
姿
と
し
て
両
性
具
有
を
示
す
。
同
じ
く
男
女
両
性

の
神
格
を
示
す
喜
多
流
〈
三
輪 

神
遊
〉〈
絵
馬 

女
体
〉
で
「
女
面
に
袷
狩
衣
」
と

い
う
異
例
の
扮
装
と
な
る
の
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
面
は
橋
姫
を
用

い
た
。

ワ
キ
・
巫
女　
　

白
花
帽
子
。
輪
冠
（
立
て
物
ナ
シ
）。
着
付
・
摺
箔
。
白
地
縫
箔
腰
巻
。
白
地
長
絹

（
露
は
緋
色
）。

金
無
地
中
啓
（
懐
中
し
て
出
る
）。
持
ち
道
具
・
作
リ
物
の
弓
（
紅
緞
と
紅
色
ボ
ウ

ジ
で
巻
く
・
結
弦
は
張
ら
ず
）。

★
花
帽
子
に
金
色
の
輪
冠
を
重
ね
る
こ
と
で
古
代
希
臘
の
女
ら
し
く
装
う
。
弓
は35
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降
霊
の
呪
具
だ
が
若
い
女
の
持
ち
道
具
に
ふ
さ
わ
し
く
美
麗
に
作
る
。
弓
杖
に

用
い
る
の
で〈
放
下
僧
〉の
よ
う
な
短
寸
で
は
な
く
長
い
実
寸
で
作
り
、
結
弦
は

張
ら
な
い
（
弓
の
実
物
を
借
り
受
け
、
こ
れ
を
芯
に
し
て
作
る
と
最
も
良
い
）。

な
お
、
当
日
は
輪
冠
で
は
な
く
前
天
冠
を
用
い
た
。

オ
モ
ア
イ
・
老
蛙　

面
・
賢
徳
。　

頭
巾
。
着
付
・
茶
色
無
地
熨
斗
目
。
腰
帯
。
括

袴
。
脚
半
。

ア
ド
ア
イ
・
里
人　

半
上
下
出
立
。
鎮
扇
。
銀
塗
り
大
瓢
箪
（
腰
に
付
け
る
）。

【
作
リ
物
】

一
畳
台　

棕
櫚
小
屋（〈
三
輪
〉に
同
じ
く
白
ボ
ウ
ジ
で
巻
き
、
萌
黄
引
回
シ
掛
け
る
。

前
面
に
棕
櫚
枝
を
挿
す
）

★
ギ
リ
シ
ヤ
神
話
で
レ
イ
ト
ウ
は
棕
櫚
の
木
に
寄
り
掛
か
っ
て
男
女
二
神
（
太
陽
神

ア
ポ
ロ
ン
と
月
神
ア
ル
テ
ミ
ス
）
を
出
産
し
た
故
事
か
ら
、
棕
櫚
小
屋
は
女
神
の

住
処
を
象
徴
す
る
。

【
舞
台
展
開
】　

★
一
九
九
九
年
版（「
原
版
」）と
異
な
る
点
を
中
心
に
述
べ
る
。
特
に
言
及
な
き
部
分

は
原
版
を
踏
襲
し
た
。

★
実
際
の
上
演
に
際
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
大
槻
文
藏
氏
の
演
技
に
数
ヶ
所
、

指
定
と
異
な
る
好
工
夫
が
な
さ
れ
た
。

前
場 

・ 

作
リ
物（
後
ツ
レ
入
る
）は
笛
座
前
で
な
く
大
小
前
に
据
え
る
。
舞
台
を
威
圧
す
る

感
を
出
す
目
的
で
あ
る
。

・ 

笛
一
管
入
り
大
鼓
一
調
で
始
曲
。
続
い
て
地
謡
次
第
。
以
上
は
い
ち
お
う
原
版
の

と
お
り
だ
が
、
続
く
ワ
キ
名
ノ
リ
の
立
ち
位
置
が
変
わ
る
の
で
、
そ
の
時
間
を
稼

ぐ
意
味
も
あ
り
、
原
版
と
は
異
な
り
次
第
を
も
う
一
度
、
今
度
は
高
音
で
謡
う（
二

度
目
は
カ
エ
シ
を
省
き
「
来
た
れ
る
方
も
去
る
方
も
。
知
ら
ね
ど
運
命
。
知
ら
る

る
」
と
謡
う
）。

・ 

ワ
キ
、
弓
を
杖
に
突
き
つ
つ
出
て
、（
三
ノ
松
で
は
な
く
）一
ノ
松
で
正
面
を
向
き

「
お
う
」
と
名
の
る
（
原
版
で
は
三
ノ
松
に
立
っ
て
初
め
横
向
き
で
名
の
り
、「
昔

天
な
る
」
か
ら
正
面
を
向
く
が
、
こ
れ
を
改
め
る
）。「
我
が
仕
ふ
る
ア
ポ
ロ
ン
の

神
」
と
た
っ
ぷ
り
言
い
収
め
つ
つ
正
に
ツ
メ
る
。

・ 

ワ
キ
、「
我
が
神
の
示
し
に
」
と
以
下
謡
い
つ
つ
常
座
に
立
つ
。
そ
の
ま
ま
「
何
に

遭
は
せ
給
ふ
や
」
の
後
の
笛
一
管
で
右
ウ
ケ
、
天
を
仰
ぎ
「
ア
ポ
ロ
ン
は
天
空
に

あ
り
」
と
言
う
。

・ 

ワ
キ
、「
あ
ま
り
に
苦
し
き
旅
路
」
と
謡
い
つ
つ
正
中
ま
で
歩
み
、
正
面
を
遠
く

望
み
、「
あ
ゝ
曠
野
は
」
と
謡
う
（
原
版
で
は
常
座
）。「
大
地
は
骨
片
を
敷
く
に
似

て
白
し
」ま
で
不
動
そ
の
ま
ま
立
ち
尽
く
す
。
原
版
で
は
笛
一
管
し
ば
ら
く
残
り
、

常
座
に
立
つ
ワ
キ
の
所
作
が
あ
る
が
、
今
回
は
所
作
は
な
く
、「
骨
片
に
似
て
白

し
」
と
謡
一
杯
に
笛
を
吹
き
止
め
、
吹
き
残
さ
な
い
。

・ 

ワ
キ
、「
や
、
此
れ
な
る
丘
の
窪
に
」
で
正
先
向
こ
う
を
見
る
。

・ 

ワ
キ
、「
不
思
議
な
が
ら
も
」
と
ア
ユ
ミ
、
正
先
の
カ
マ
チ
際
ま
で
行
き
、
下
に

居
、
弓
杖
を
舞
台
板
と
平
行
に
真
っ
す
ぐ
置
く
（
原
版
で
は
こ
の
あ
た
り
ま
だ
常

座
に
立
っ
て
い
る
）。

・ 

地
謡
「
清
水
の
底
の
」
で
ワ
キ
、
懐
中
か
ら
扇
を
取
り
出
し
、
広
げ
る
（
打
切
も

入
る
の
で
焦
ら
ず
と
も
間
に
合
う
）。「
曇
り
濁
り
て
」
で
カ
マ
チ
下
か
ら
大
き
く

水
を
汲
む
。
扇
を
平
た
く
持
っ
た
ま
ま
上
げ
、
そ
の
ま
ま
左
に
流
し
、
カ
マ
チ
下

を
深
く
覗
き
見
て
、
水
の
濁
る
の
を
見
定
め
る
。
扇
を
正
に
戻
し
、
手
前
に
カ
ッ

パ
と
傾
け
て
汚
水
を
覆
し
、
そ
の
ま
ま
両
ユ
ウ
ケ
ン
の
よ
う
に
大
き
く
水
を
捨
て

る
所
作
を
し
終
え
る
と
同
時
に
、
ド
ッ
カ
リ
安
座
す
る
の
が
「
飲
む
べ
く
も
な
く36
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あ
さ
ま
し
や
」
一
杯
に
収
ま
る
（
原
版
で
は
立
っ
た
ま
ま
杖
で
水
を
探
り
、
常
座

に
下
が
る
）。

・ 「
あ
さ
ま
し
や
」
と
地
謡
切
れ
る
と
す
ぐ
さ
ま
幕
内
で
シ
テ
「
の
う
の
う
」
と
呼
び

掛
け
、
地
謡
「
愚
詠
業
々
」
の
内
に
幕
を
上
げ
て
出
、
三
ノ
松
に
立
つ
（
原
版
で

は
笛
座
前
に
角
掛
け
て
据
え
た
作
リ
物
の
背
後
か
ら
出
る
）。こ
の
間
に
ワ
キ
は
扇

を
閉
じ
て
懐
中
し
、
弓
杖
を
突
い
て
正
中
に
行
っ
て
立
ち
、
三
ノ
松
を
向
く
。

★
原
版
で
は
「
愚
詠
業
々
」
を
「
グ
エ
イ
、
ギ
ョ
オ
ギ
ョ
オ
」
と
謡
っ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
人
間
の
「
宿
業
（
シ
ュ
ク
ゴ
ウ
）」
と
掛
け
た
文
句
だ
か
ら
「
グ
エ
イ
、
ゴ

オ
ゴ
オ
」
で
あ
る
と
思
い
、
今
回
あ
え
て
改
め
た
。

・ 

ワ
キ
は
正
中
、
シ
テ
は
三
ノ
松
に
立
っ
た
ま
ま
し
ば
ら
く
掛
け
合
い
、
シ
テ「
誰
・

彼
よ
り
も
」
で
ア
ユ
ム
。
ワ
キ
は
同
時
に
正
先
の
カ
マ
チ
際
に
再
び
行
っ
て
下
に

居
、
先
ほ
ど
と
同
じ
手
順
に
て
扇
を
取
り
出
す
。

・ 

地
謡
「
水
に
向
か
ひ
て
」（
初
句
）
で
シ
テ
は
一
ノ
松
に
立
ち
正
先
を
ウ
ケ
る
。
地

謡
カ
エ
シ
で
グ
イ
と
前（
欄
干
際
）に
出
、
右
手
で
ゆ
っ
た
り
と
二
度
招
く
。
ワ
キ

は
こ
こ
で
水
を
汲
み
、
今
度
は
水
を
捨
て
ず
に
そ
の
ま
ま
大
き
く
飲
み
干
す
。
シ

テ
は
ア
ユ
ミ
、
ワ
キ
の
背
後
に
立
つ（
あ
ま
り
近
づ
き
過
ぎ
な
い
よ
う
に
）。
ワ
キ

は
水
を
飲
み
干
す
と
扇
を
閉
じ
て
懐
中
し
、
弓
杖
を
取
り
右
肩
に
か
た
げ
、
そ
の

ま
ま（
正
先
カ
マ
チ
際
に
）下
居
。
シ
テ
と
ワ
キ
と
作
リ
物
と
一
直
線
に
綺
麗
に
並

び
静
止
す
る
の
が
地
謡
「
縁
の
水
の
頼
も
し
き
」
一
杯
に
は
ま
る
。

・ 

ワ
キ
「
御
出
に
よ
つ
て
」
と
言
い
な
が
ら
立
っ
て
脇
座
に
行
き
、
常
座
に
向
く
。

シ
テ
は
同
時
に
常
座
に
行
き
、
正
面
を
向
く
。「
聴
き
取
り
が
た
き
と
は
」
で
シ

テ
は
ワ
キ
へ
向
く
。「
な
し
得
し
時
は
」
で
正
面
に
外
し
「
い
つ
よ
り
ぞ
や
」
で

深
く
ク
モ
ル
。
こ
の
あ
た
り
、
立
ち
位
置
は
異
な
れ
ど
演
技
は
原
版
と
同
じ
。
シ

テ
、「
御
姿
を
見
奉
れ
ば
」
で
ワ
キ
へ
向
き
、「
昔
を
思
ひ
」
で
正
面
に
外
し
て
ク

モ
ル
。「
業
劫
の
尽
き
る
」
で
正
面
に
ツ
メ
ル
。
地
謡
「
愚
詠
業
々
」
と
繰
り
返
す

間
、
シ
テ
は
一
種
の
イ
ロ
エ
の
心
で
舞
台
を
小
さ
く
一
周
し
て
常
座
に
戻
り
正
面

を
向
く
。
面
を
ツ
カ
ウ
こ
と
は
せ
ず
、
何
ご
と
も
な
く
脱
力
し
て
一
周
し
た
ほ
う

が
良
い
（
原
版
で
は
こ
こ
で
シ
テ
と
ワ
キ
と
立
ち
位
置
を
変
え
て
い
る
）。

・ 

ワ
キ
「
聞
け
ば
水
面
に
」
で
正
先
を
ウ
ケ
て
下
方
の
水
面
を
見
、「
こ
の
蛙
ヶ
沼

に
て
あ
る
や
ら
ん
」
で
シ
テ
に
向
く
（
原
版
で
は
正
先
下
の
水
面
を
見
る
が
、
今

回
は
そ
う
し
な
い
）。
シ
テ
は
ず
っ
と
正
面
を
向
い
た
ま
ま
、「
お
う
、
そ
の
縁
こ

そ
」
で
ワ
キ
に
向
く
。
続
く
語
リ
「
こ
の
沼
の
昔
は
」
で
カ
タ
リ
つ
つ
正
中
に
行

き
、
よ
き
と
こ
ろ
で
正
面
を
向
い
て
下
居
。
ワ
キ
は
シ
テ
と
同
時
に
下
居
、
真
横

（
脇
正
面
方
向
）
を
向
く
。
原
版
で
は
水
を
か
き
乱
す
型
な
ど
す
る
も
今
回
は
省

き
、
下
居
の
ま
ま
不
動
で
通
す
。

・ 

シ
テ
「
ま
し
て
池
に
入
り
水
を
か
き
乱
す
」
で
ワ
キ
に
向
く
。
ワ
キ
も
同
時
に
シ

テ
に
向
き
、
そ
の
ま
ま
中
入
ま
で
シ
テ
を
凝
視
し
た
ま
ま
。

・ 

地
謡
「
叫
ぶ
と
同
じ
く
女
は
」
と
シ
テ
は
ス
ッ
ク
と
立
ち
（
続
く
型
が
間
に
合
わ

な
け
れ
ば
も
う
少
し
早
く
立
っ
て
良
い
）、「
輝
く
女
神
と
」
で
両
ユ
ウ
ケ
ン
し
つ

つ
正
面
に
グ
イ
と
一
足
出
、「
わ
れ
ら
は
醜
き
蛙
と
」
で
タ
ラ
タ
ラ
と
下
が
り
、
作

り
物
前
で
ズ
カ
リ
と
安
座
。
地
謡
「
愚
詠
業
々
」
で
正
面
向
い
た
ま
ま
深
く
ク
モ

リ
、
モ
ロ
ジ
オ
リ
。
こ
の
あ
た
り
原
版
と
は
大
い
に
相
違
す
る
。

・ 

地
謡
「
そ
の
ま
ま
水
に
」
で
シ
テ
は
安
座
の
ま
ま
手
下
ろ
し
、
立
っ
て
ゆ
っ
く
り

常
座
に
行
き
、「
聞
こ
し
召
せ
巫
女
」
で
ワ
キ
に
向
き
、「
恐
ろ
し
の
呪
ひ
や
な
」

で
ワ
キ
に
向
か
っ
て
ジ
ッ
ク
リ
と
ツ
メ
る
。

・ 
地
謡
「
夕
陽
も
」
で
シ
テ
は
右
ウ
ケ
て
幕
を
見
や
り
、「
芦
影
も
」
で
少
し
左
に

身
を
振
っ
て
下
を
見
る
（
以
上
、
原
版
に
同
じ
）。
地
謡
「
蛙
の
声
も
重
く
れ
て
」

で
右
に
取
り
ア
ユ
ミ
、
そ
の
ま
ま
三
ノ
松
ま
で
行
き
、「
蛙
の
精
と
名
乗
り
捨
て
」

で
正
面
（
や
や
正
先
を
ウ
ケ
る
）
に
サ
シ
コ
ミ
、
ヒ
ラ
キ
、「
沼
面
の
水
藻
」
で
深

く
身
を
か
が
め
つ
つ
（〈
三
輪
〉
誓
納
の
如
く
）
水
衣
の
両
袖
を
上
体
に
か
づ
き
、37
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そ
の
ま
ま
後
退
し
な
が
ら
地
謡
一
杯
に
幕
に
入
る
。
ワ
キ
は
ず
っ
と
シ
テ
を
見
て

い
る
が
、
地
謡
「
水
の
底
に
沈
み
け
り
」
の
カ
エ
シ
で
シ
テ
が
幕
に
入
る
と
真
横

（
脇
正
面
方
向
）を
向
く
。
原
版
で
は
シ
テ
は
舞
台
の
作
リ
物
に
中
入
し
、
ワ
キ
は

鏡
板
前
に
ク
ツ
ロ
グ
の
で
、
以
上
の
部
分
は
全
く
異
な
る
。

・ 

中
入
後
、
笛
一
管
を
か
ぶ
せ
た
地
頭
の
独
吟
「
業
・
劫
。
沼
は
深
し
数
千
年
。
そ

の
昔
の
再
び
。
現
る
ゝ
幻
こ
そ
。
う
つ
ゝ
の
中
の
う
ゝ
つ
」
は
、
原
版
の
よ
う
に

セ
リ
フ
だ
と
生
硬
で
聞
き
苦
し
い
の
で
、
拍
子
不
合
の
流
麗
な
謡
に
替
え
る
。

間
狂
言 

・ 

老
蛙
、
幕
の
下
を
少
し
上
げ
た
隙
間
か
ら
這
い
出
し
、
蛙
飛
び
で
二
ノ
松
ま
で
行

き
、
立
つ
。
原
版
で
は
作
リ
物
の
背
後
か
ら
出
て
舞
台
に
い
る
の
で
つ
く
ば
っ
た

ま
ま
だ
が
、
橋
掛
リ
で
そ
れ
だ
と
客
席
か
ら
見
え
な
い
た
め
、
名
ノ
リ
の
時
は
立

つ
こ
と
に
す
る
。

・ 

老
蛙
、「
ブ
ク
ブ
ク
ブ
ク
ブ
ク
」
と
水
に
沈
む
型
、「
ス
ル
ス
ル
ス
ル
ス
ル
」
と
一

ノ
松
ま
で
泳
ぐ
型
。
こ
こ
か
ら
蛙
飛
び
、「
や
っ
と
な
」
で
常
座
に
出
る
。
以
下
、

コ
ト
バ
の
内
に
舞
台
を
這
っ
て
左
に
回
り
、「
ま
ど
ろ
ま
う
と
存
ず
る
」
で
脇
座
前

に
横
臥
す
る
。
折
々
、
型
や
所
作
を
随
意
に
織
り
込
む
。
こ
の
あ
た
り
原
版
ど
お

り
。

・ 

里
人
出
て
一
ノ
松
で
名
ノ
リ
。「
ま
こ
と
に
」
以
下
、
カ
タ
リ
な
が
ら
舞
台
に
入
り

一
周
、「
叱
ら
れ
な
ん
だ
と
申
す
（
承
る
）」
で
正
中
に
正
面
向
い
て
立
つ
。
こ
の

あ
た
り
原
版
ど
お
り
。「
ハ
ー
ッ
、
真
に
（
さ
て
も
）」
と
正
先
へ
出
て
下
の
水
面

を
見
込
む
。「
い
た
は
し
き
事
か
な
（
あ
は
れ
な
こ
と
ぢ
ゃ
）」
で
合
掌
。
こ
の
あ

た
り
も
原
版
ど
お
り
。

・ 「
地
酒
を（
一
つ
）用
意（
い
た
）し
た
」
で
里
人
は
腰
の
瓢
箪
を
取
り
出
し
て
正
先

カ
マ
チ
外
に
酒
を
注
ぐ
。
そ
の
あ
と
角
に
行
き
、「
ヤ
ッ
ト
な
」
で
座
る
。
以
下
、

扇
を
開
い
て
杯
と
し
、
瓢
箪
を
取
っ
て
手
酌
で
飲
む
。
こ
の
部
分
、
原
版
で
は
小

さ
な
酒
器
を
用
い
る
が
、
客
席
か
ら
見
て
分
か
り
に
く
い
の
で
こ
れ
は
止
め
、
朱

房
を
つ
け
た
大
き
な
銀
塗
り
の
瓢
箪
と
扇
を
用
い
る
。

・ 

老
蛙
、
起
き
直
り
、
里
人
を
伺
い
、「
ポ
ッ
チ
ャ
ン
」
と
一
つ
跳
ね
て
脇
座
（
先
ほ

ど
よ
り
少
し
奥
）
へ
行
く
。
そ
の
あ
と
里
人
へ
少
し
寄
っ
て
孫
だ
と
気
づ
き
、
飛

び
な
が
ら
近
寄
る
と
、
里
人
は
手
酌
を
し
ま
う
。
こ
の
あ
た
り
原
版
ど
お
り
で
、

細
か
な
演
技
は
随
意
。

・ 

里
人
「
こ
の
ひ
き
蛙
は
」
と
言
い
な
が
ら
立
っ
て
扇
を
腰
に
挿
し
瓢
箪
を
後
腰
に

つ
け
、「
あ
ち
へ
失
せ
い
」
と
拍
子
を
踏
ん
で
蹴
る
型
。
老
蛙
は
飛
び
退
り
「
こ
れ

は
い
か
な
こ
と
」。
以
下
、
老
蛙
が
里
人
の
足
に
取
り
付
き
、
里
人
は
つ
ぶ
て
を

打
つ
な
ど
原
版
ど
お
り
。
工
夫
随
意
。
や
り
と
り
の
果
て
、
里
人
は
老
蛙
の
襟
首

を
つ
か
む
よ
う
に
し
て
横
板
ま
で
行
き
、「
ヤ
ッ
ト
ナ
」
と
擲
つ
と
、
老
蛙
と
「
ギ

ヤ
ッ
」
と
鳴
い
て
一
ノ
松
に
飛
ぶ
。
里
人
が
近
づ
い
て
「
ヤ
ッ
ト
ナ
」
と
足
拍
子

踏
む
と
、
老
蛙
「
グ
チ
ャ
ァ
」
と
潰
れ
死
ん
だ
態
で
仰
向
け
に
な
る
。
こ
の
あ
と

蛙
の
死
骸
を
蹴
転
が
し
笑
い
な
が
ら
里
人
が
幕
に
入
る
ま
で
、
原
版
ど
お
り
。

※
間
狂
言
は
、
老
蛙
の
登
場
の
仕
方
と
里
人
の
酒
器
と
、
こ
の
二
点
以
外
さ
し
た
る

変
更
は
な
い
。
演
技
は
随
意
に
工
夫
さ
れ
た
い
。

後
場 

・ 

笛
一
管
を
か
ぶ
せ
た
地
頭
独
吟
「
愚
詠
。
業
ゝ
、
沼
は
深
し
数
千
年
。
そ
の
昔
の

再
び
…
…
」
は
、
中
入
後
と
同
様
、
拍
子
不
合
の
流
麗
な
謡
に
替
え
る
。

・ 
地
頭
独
吟
の
間
に
、
ワ
キ
は
弓
を
右
手
に
持
っ
て
立
ち
、
右
ウ
ケ
て
作
リ
物
に
向

か
い
少
し
出
、
下
に
居
る
。
弓
は
終
始
、
垂
直
に
立
て
た
ま
ま
。「
ア
ポ
ロ
ー
ン
」

の
イ
ロ
節
に
合
わ
せ
て
二
度
、
大
き
く
音
立
て
て
弓
を
突
く
。

・ 

小
鼓
ノ
ッ
ト
を
打
つ
間
、
ワ
キ
は
立
っ
て
脇
座
に
戻
る
。
弓
は
床
に
突
き
垂
直
に38
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立
て
た
ま
ま
に
す
る（
降
霊
招
神
の
心
で
あ
る
）。
こ
の
間
、
シ
テ
は
カ
ヅ
キ
を
か

づ
い
て
幕
か
ら
出
、
一
ノ
松
で
下
に
居
る
。
地
謡
「
恐
ろ
し
や
」
で
カ
ヅ
キ
を
後

ろ
に
脱
ぎ
捨
て
、
立
ち
上
が
る
。
同
時
に
ワ
キ
は
シ
テ
に
向
く
。
ワ
キ「
姿
は
蛙
、

声
は
人
」
で
シ
テ
は
ア
ユ
ミ
、「
そ
の
一
日
は
巡
り
来
て
」
で
常
座
に
立
ち
「
御
巫

女
よ
」
で
ワ
キ
に
向
か
っ
て
ツ
メ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
舞
台
の
作
リ
物
か
ら
シ
テ

が
出
る
原
版
と
は
全
く
相
違
。

・ 

地
謡
「
レ
イ
ト
ウ
の
御
子
ア
ポ
ロ
ン
に
」
で
シ
テ
は
正
中
に
行
き
ワ
キ
に
向
か
っ

て
下
居
、「
罪
を
宥
め
て
」
で
ワ
キ
へ
合
掌
。
続
い
て
ク
セ
で
正
面
を
向
く
と
（
左

膝
を
抱
え
て
も
良
い
）、
ワ
キ
も
真
横
（
脇
正
面
方
向
）
を
向
く
。
地
謡
「
我
と
招

き
し
こ
の
因
果
」
で
シ
テ
と
ワ
キ
と
向
き
合
う
。
こ
の
手
順
は
原
版
と
同
じ
。

・ 

ク
セ
末
尾
「
罪
の
報
い
ぞ
。
恐
ろ
し
き
」
に
続
く
「
女
は
怒
り
て
去
り
ぬ
。
さ
て
」

は
、
地
頭
で
は
な
く
ワ
キ
が
謡
う
。
原
版
で
は
地
頭
の
独
吟
だ
が
、
後
場
の
祈
禱

後
は
ワ
キ
が
神
懸
っ
て
い
る
心
で
、
巫
女
が
蛙
の
精
の
物
語
に
入
り
込
ん
で
い
る

こ
と
を
示
す
た
め
、
こ
の
よ
う
に
変
え
る
。

・ 「
我
等
も
我
が
家
に
帰
ら
ん
」
で
シ
テ
は
立
っ
て
正
面
を
向
く
。「
見
え
ぬ
手
の
手

を
」で
拍
子
踏
み
重
ね
右
に
ノ
リ
、
角
の
方
に
ツ
カ
ツ
カ
と
進
み
、「
沼
を
離
る
ゝ
」

で
後
退
し
正
中
で
膝
を
突
き
、
合
膝
返
し
、
立
っ
て
、「
こ
は
い
か
に
」
と
左
右
に

身
を
振
り
、
大
小
前
に
下
が
り
、
ツ
カ
ツ
カ
と
正
先
に
出
、「
水
に
映
れ
る
」
で

カ
マ
チ
下
の
水
面
を
一
度
見
込
ん
で
ギ
ク
リ
と
な
り
、
大
鼓
一
調
の
内
に
常
座
ま

で
後
退
し
、
大
き
く
山
道
に
出
つ
つ
再
び
正
先
ま
で
行
き
、
深
く
水
面
を
窺
う
。

こ
の
あ
た
り
原
版
ど
お
り
だ
が
、
今
回
ま
た
演
者
の
発
案
に
よ
る
新
た
な
工
夫
が

あ
っ
て
も
良
い
。

・ 

シ
テ
「
こ
は
蛙
」
で
水
面
を
見
た
ま
ま
不
動
。
地
謡
「
我
が
影
か
」
で
膝
を
突
き
、

「
見
れ
ど
も
見
れ
ど
も
」
で
両
手
上
げ
て
白
頭
に
触
れ
る
（
原
版
で
は
左
片
手
だ

が
、
両
手
で
大
き
く
型
を
扱
う
）。
地
謡
「
皆
々
蛙
に
変
は
り
け
る
ぞ
や
」
で
立
っ

て
正
中
ま
で
後
退
し
、
大
鼓
の
カ
シ
ラ
に
合
わ
せ
て
両
手
打
ち
合
わ
せ
つ
つ
右
ウ

ケ
、
下
に
居
、
ガ
タ
リ
と
正
面
に
向
い
て
安
座（
こ
の
あ
た
り
原
版
ど
お
り
だ
が
、

原
版
で
は
安
座
し
て
右
ウ
ケ
。
今
回
は
正
面
に
向
く
。
右
ウ
ケ
よ
り
も
正
面
を
向

い
た
ほ
う
が
、
女
神
の
登
場
で
背
後
か
ら
の
支
配
感
が
強
く
出
る
た
め
で
あ
る
）。

・ 

地
謡
「
見
返
れ
ば
女
は
」
で
作
リ
物
の
引
き
回
し
を
ス
ル
ス
ル
と
下
ろ
し
、
ツ
レ

が
姿
を
見
せ
る
。
こ
の
部
分
、
原
版
で
は
ア
シ
ラ
イ
な
し
だ
が
、
今
回
は
地
謡
に

か
ぶ
せ
て
笛
の
高
音
を
テ
ン
シ
ョ
ン
高
く
吹
き
合
わ
せ
る
と
良
い
。
地
謡
「
許
し

給
へ
我
が
咎
」
で
シ
テ
は
正
面
を
向
い
た
ま
ま
合
掌
し
深
く
ク
モ
ル
。

・ 

シ
テ
「
げ
に
恐
ろ
し
き
身
の
運
命
」
で
両
手
を
下
ろ
し
、
立
っ
て
お
も
む
ろ
に
橋

掛
リ
に
行
く
。
地
謡
「
夜
に
入
り
村
の
人
々
」
で
二
ノ
松
で
正
面
を
向
き
欄
干
際

へ
出
、
扇
を
松
明
に
振
り
つ
つ
立
ち
戻
り
、「
こ
の
池
の
辺
に
尋
ね
来
る
」
で
脇

正
面
で
止
ま
り
、
改
め
て
左
に
回
り
込
み
、「
我
は
こ
ゝ
よ
と
」
で
小
鼓
前
か
ら

左
手
招
き
つ
つ
正
中
向
か
っ
て
左
に
出
、「
甲
斐
無
き
も
理
や
」
で
左
手
下
ろ
し
、

正
中
ま
で
下
が
り
ざ
ま
「
彼
は
人
」
で
右
手
サ
シ
、「
我
は
蛙
」
と
正
面
に
向
き
つ

つ
扇
で
左
胸
打
ち
ざ
ま
一
足
下
が
り
、「
遠
ざ
か
り
行
く
松
明
の
」
で
右
手
サ
シ
な

が
ら
右
に
取
っ
て
幕
の
方
を
見
込
み
、
手
下
ろ
し
つ
つ
「
見
送
り
て
」
で
常
座
に

行
き
、
そ
の
ま
ま
タ
ラ
タ
ラ
下
が
っ
て
、「
伏
し
ま
ろ
び
」
で
正
中
に
膝
突
き
（
右

ウ
ケ
た
形
）、「
声
を
限
り
に
」
で
扇
で
床
を
二
度
打
ち
、「
叫
べ
ど
も
」
で
居
立
っ

て
無
念
の
思
い
入
れ
。
こ
の
あ
た
り
原
版
と
同
じ
だ
が
、
随
意
工
夫
が
あ
っ
て
も

良
い
。
こ
の
間
、
ツ
レ
は
作
リ
物
内
に
厳
然
と
し
て
不
動
を
保
ち
、
シ
テ
の
所
作

に
は
一
切
構
ず
に
い
る
。

・ 
シ
テ
「
我
が
持
て
る
一
人
子
の
」
と
立
っ
て
常
座
に
行
き
、「
そ
こ
や
か
し
こ
」
で

面
つ
か
い
つ
つ
正
中
へ
出
、
角
に
向
い
て
「
ず
る
ず
る
と
」
で
抜
き
足
つ
か
い
つ

つ
角
へ
行
き
、
目
付
柱
に
手
を
掛
け
て
「
溺
れ
死
に
ぬ
」
と
正
面
向
い
て
安
座
、

ク
モ
ル
。
こ
の
最
後
、
原
版
で
は
や
や
左
に
身
を
振
っ
て
い
る
が
、
正
面
を
向
い39
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た
ほ
う
が
キ
ッ
パ
リ
と
し
て
良
い
。
ほ
か
は
原
版
ど
お
り
。

・ 
地
謡
「
そ
れ
の
み
か
我
が
妻
の
」
の
打
切
で
シ
テ
立
ち
、
左
に
回
り
、
扇
を
開
き

つ
つ
正
中
で
正
面
に
向
き
サ
シ
コ
ミ
ヒ
ラ
キ
、「
夫
・
我
が
子
の
幻
を
」
で
サ
シ
つ

つ
右
に
回
り
、「
追
い
求
め
」
で
脇
正
面
か
ら
面
つ
か
い
つ
つ
正
中
に
出
、
膝
突
い

て
か
ら
扇
を
胸
に
当
て
、
抜
き
足
し
つ
つ
二
つ
小
さ
く
回
り
、「
こ
れ
も
空
し
く
な

り
に
け
り
」
と
深
く
右
を
ウ
ケ
て
下
に
居
る
。
こ
こ
も
原
版
ど
お
り
。

・ 

こ
の
あ
と
シ
テ
は
下
に
居
た
ま
ま
正
面
を
向
き
、「
あ
ま
り
に
む
ご
や
凄
ま
じ
や
」

は
そ
の
ま
ま
不
動
。「
取
り
付
き
嘆
く
」
で
立
ち
、
正
先
カ
マ
チ
際
ま
で
出
、「
骸

は
歳
月
に
白
骨
と
変
は
れ
ど
も
」
で
扇
を
左
胸
に
当
て
て
下
の
水
面
を
深
く
見
込

み
（
都
合
で
階
に
片
足
踏
み
込
ん
で
下
に
居
て
も
良
い
）、「
我
は
変
は
ら
ぬ
」
と

手
下
ろ
し
て
少
し
退
り
正
面
遠
く
を
見
込
む
。
こ
の
あ
た
り
、
水
衣
を
骸
に
見
立

て
て
扱
う
原
版
と
は
大
い
に
異
な
る
。
今
回
は
作
リ
物
の
扱
い
が
異
な
り
、
ま
た
、

そ
の
た
め
だ
け
に
水
衣
を
出
す
の
も
唐
突
で
あ
る
た
め
、
水
衣
の
型
は
取
り
止
め

た
。

・ 

地
謡
「
沼
蛙
永
劫
の
変
身
」
で
シ
テ
は
扇
を
畳
み
な
が
ら
ア
ユ
ミ
つ
つ
橋
掛
リ
一

ノ
松
に
行
き
、「
取
り
次
ぎ
給
へ
巫
女
」（
間
に
合
う
よ
う
な
ら
ば
そ
の
前
の
「
助

け
て
給
べ
や
神
々
」）で
正
先
に
向
き
立
っ
た
ま
ま
合
掌
。
こ
の
合
掌
を
き
っ
か
け

に
、
そ
れ
ま
で
シ
テ
に
向
い
て
い
た
ワ
キ
は
真
横
（
脇
正
面
方
向
）
を
向
く
。
シ

テ
は
地
謡
「
愚
詠
業
々
」
の
反
復
の
間
に
三
ノ
松
ま
で
行
き
（
小
廻
り
し
な
が
ら

で
も
良
い
）、
左
袖
を
か
づ
き
、
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
後
退
し
つ
つ
幕
に
入
る
。

幕
下
り
て
幕
内
か
ら
シ
テ
独
吟
「
愚
詠
業
々
」
と
一
句
謡
う
。
こ
の
部
分
も
原
版

と
は
全
く
異
な
る
。

・ 

地
謡
「
来
た
れ
る
方
も
」
の
間
に
ツ
レ
は
静
か
に
立
っ
て
作
リ
物
を
出
、
扇
を
開

き
つ
つ
正
面
向
い
た
ま
ま
正
中
あ
る
い
は
正
先
に
立
ち
、「
知
ら
ね
ど
」
で
右
袖
、

「
運
命
」
で
左
袖
を
巻
き
上
げ
て
キ
ッ
パ
リ
決
ま
り
、
地
謡
一
杯
に
ト
メ
。

・ 

原
版
で
は
「
来
た
れ
る
方
も
」
で
大
小
が
床
几
か
ら
下
り
、
笛
一
管
を
残
し
た
ま

ま
作
リ
物
を
引
く
な
ど
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
止
め
て
、
常
の
能
ど
お
り
に
終
わ
る
。

【
付
言
】

　

劇
作
家
・
演
劇
評
論
家
と
し
て
文
字
ど
お
り
鬼
才
と
呼
ぶ
に
値
し
た
堂
本
正
樹

（
一
九
三
三
年
十
一
月
一
日
〜
二
〇
一
九
年
九
月
二
十
三
日
）に
、
私
は
一
九
九
二
年

以
来
、
格
別
の
交
誼
を
忝
う
し
た
。
堂
本
が
そ
の
前
半
生
を
懸
け
て
兄
事
し
た
三
島

由
紀
夫
と
の
秘
事
を
聴
か
さ
れ
た
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
る
。
古
典
芸
能
の
み
な
ら

ず
舞
踊
一
般
、
現
代
演
劇
ほ
か
、
時
と
し
て
鞘
走
り
は
し
て
も
筆
鋒
あ
く
ま
で
鋭
い

そ
の
言
説
に
照
ら
せ
ば
、
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
単
著
の
内
、
記
念
す
べ
き
初

著
で
あ
る
『
僕
の
新
作
能　

堂
本
正
樹
能
楽
台
本
集
』
は
私
家
版
の
た
め
奥
付
を
欠

い
て
い
る
。
堂
本
本
人
も
忘
却
し
て
正
確
な
出
版
年
月
日
が
分
か
ら
な
い
が
、
数
巻

に
亙
り
同
書
を
翻
刻
し
て
い
る
『
未
刊
謡
曲
集 

続
一
』（
田
中
允 

編
・
古
典
文
庫
第

四
九
一
冊
・
昭
和
六
十
二
年
九
月
）
所
収
の
堂
本
新
案
〈
綾
鼓
〉
解
題
に
は
昭
和
三
十

年
＝
一
九
五
五
年
の
刊
行
と
考
証
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
作
能
〈
蛙
ヶ
沼
〉
は
堂

本
二
十
二
歳
以
前
の
執
筆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

執
筆
以
来
、
上
演
の
機
会
を
得
な
か
っ
た
〈
蛙
ヶ
沼
〉
が
初
め
て
舞
台
化
さ
れ
た

の
は
一
九
九
九
年
で
あ
る
（
東
京
「
能
劇
の
座
」
お
よ
び
大
阪
「
大
槻
文
藏
の
会
」）。

シ
テ
・
蛙
の
精
を
演
じ
た
の
は
、
堂
本
と
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
共
に
し
た
大
槻
文
藏

で
、
当
時
ま
だ
ま
だ
元
気
だ
っ
た
堂
本
本
人
の
創
意
を
反
映
し
て
上
演
さ
れ
た
。
が
、

爾
来
、
再
演
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

今
回
、
長
期
療
養
の
果
て
に
惜
し
く
も
長
逝
し
た
堂
本
の
没
後
三
年
に
当
た
り
、

こ
れ
ま
で
私
と
幾
多
の
能
の
新
演
出
を
共
に
創
っ
て
き
た
文
化
功
労
者
・
人
間
国
宝

た
る
大
槻
氏
の
慫
慂
を
受
け
、
世
代
こ
そ
違
え
堂
本
氏
へ
の
追
慕
を
同
じ
く
す
る
者

同
士
、
新
た
な
〈
蛙
ヶ
沼
〉
を
制
作
で
き
た
こ
と
に
、
ま
こ
と
に
深
い
感
慨
が
あ
る
。40
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自
己
主
張
の
強
い
堂
本
氏
で
あ
る
か
ら
、
生
前
の
習
い
だ
っ
た
弾
丸
ト
ー
ク
の
早
朝

電
話
で
「
キ
ミ
ね
ぇ
！

そ
れ
は
違
う
よ
ッ
！
」
と
反
論
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
反
面
、
黙
役
の
女
神
レ
イ
ト
ウ
を
出
す
趣
向
な
ど
、
拙
案
の
随
所
に

堂
本
氏
は
膝
を
打
っ
て
賛
意
を
示
さ
れ
る
よ
う
に
も
考
え
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
コ
ロ
ナ
猖
獗
に
よ
る
舞
台
公
演
の
不
自
由
を
縫
っ
て
、
長
年
の

協
働
を
重
ね
た
大
槻
文
藏
氏
と
一
緒
に
「
堂
本
正
樹
追
悼
公
演
」
が
実
現
で
き
た
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
良
か
っ
た
。
将
来
ま
た
時
を
得
て
今
回
拙
作
版
の
再
演
が
叶
う
な

ら
ば
、
故
人
へ
の
さ
ら
な
る
追
福
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
折
を
鶴
首
し
て
待
ち
た
い

と
思
う
。

当
日
の
番
組

【
日
本
全
国 

能
楽
キ
ャ
ラ
バ
ン 

大
槻
文
藏
が
舞
ふ
！
】

二
〇
二
三
年
一
月
二
十
八
日
（
土
）
午
後
二
時　

大
阪
・
大
槻
能
楽
堂

★
お
話
「
亡
憶
の
声
～
堂
本
正
樹
と
〈
蛙
ヶ
沼
〉」
村
上 
湛

★
新
作
能 

観
世
流
〈
蛙
ヶ
沼
〉

前
シ
テ
（
男
）
大
槻
文
藏
／
後
シ
テ
（
蛙
の
精
）
大
槻
文
藏

後
ツ
レ
（
レ
イ
ト
ウ
の
女
神
）
大
槻
裕
一

ワ
キ
（
ア
ポ
ロ
ン
の
巫
女
）
福
王
知
登

ア
イ
（
老
蛙
）
茂
山
逸
平
／
ア
イ
（
里
人
（
孫
））
茂
山
慶
和

囃
子　

笛
・
斉
藤
敦
／
小
鼓
・
清
水
晧
祐
／
大
鼓
・
山
本
哲
也

後
見　

赤
松
禎
友
／
武
富
康
之
／
上
野
雄
介

地
謡　

山
本
博
通
／
浦
田
保
親
／
寺
澤
幸
祐
／
齊
藤
信
輔
／
山
田
薫
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