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中

世

能

樂

論

の

縄

的

性

格

生
得

と
稽

古

の
關

係

を
申

心

と
す

る
ー

藤

直

幹

[

中
世
に
お
け
る
文
藝
論
は
、
理
論
的
基
礎
づ
け
に
と
ぼ
し
い
わ

が
國
文
化
の
歴
史
の
上
で
、
き
わ
め
て
特
色
あ
る
重
要
な
分
野
を

形
つ
ぐ
つ
て
い
る
。
日
本
文
化
が
、
そ
の
制
作
に
お
い
て
優
れ
た

も
の
を
多
く
も
つ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
を

俘
な
わ
な
い
事
惰
は
、
言
摯
げ
せ
ぬ
こ
と
を
旨
と
し
た
民
族
性
に

根
ざ
す
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
民
族
性
を
固
定
的
に
考
え
る
の
は

正
し
く
な
い
。
相

つ
い
で
渡
來
し
た
外
國
文
化
、
こ
と
に
荘
嚴
な

論
理
を
も
つ
て
貫
ぬ
か
れ
た
佛
教
の
教
義
が
傳
統
の
う
ち
に
沈
漕

す
る
と
こ
ろ
に
濁
自
の
文
化
を
形
成
し
た
過
程
に
お
い
て
、
民
族

性
も
ま
た
改
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
佛
教
の

論
理
が
、
知
識
と
し
て
で
な
く
膿
験
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
自
覧

的
に
文
化
理
念
と
な
る
た
め
に
は
、
中
世
の
文
藝
論
さ
ら
に
云
う

と
室

町
時

代

に
見

ら
れ

る
能
樂

と
連

歌

に
關

す

る
理
論

の
完
成

ま

で
待

た
ね
ば

な
ら

な

か

つ
た
。

室

町
時

代

に
お

け

る
能

樂

と
連

歌

の
理

論

は
、

現
代

文

化

に

つ

い
て
關

心

を
も

つ
人

々

に
と

つ
て
も
重

要

な
研

究

課

題

と

な

っ
て

い
る
。

し

た
が

つ
て
そ
れ

ら

の
研
究

態

度

も

、
文
化

遺
産

の
鑑
賞

に
と
ど

ま

る

こ
と

な

く
現

代
文

化

を
創

造

す

る
立

場

か
ら

の
理
解

が
要

請

さ

れ

て

い

る
。

こ

の
小

篇

も

そ

の
線

に
添

う

こ
と
を

意
圖

し

て

い
る
が
、

そ
れ

ら
理

論

の
全

般

に
わ

た

る
も

の

で
な
く

、

能

樂
論

の
も

つ
勲

多

い
問

題

の

一
を
と
り

あ
げ

る

に
と

ど

ま
り

、

い

わ
ば

一
噺
面

に

ふ
れ

る

に
す

ぎ

な

い
が
、

暉
文

化

の
本

質

に

つ

い

て

の
私

自
身

の
研
究

の

一
歩

た
ら

し

め

よ
う

と
す

る

の
で
あ

る
。

二

 

研
究
の
封
象
は
以
上
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
能
樂
論
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も
申
世
歌
論
を
ふ
ま
え
て
嚢
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主

題
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
る
意
圖
の
も
と
に
歌
論
の
展
開
を

概
観
し
て
お
く
。

中
世
文
藝
論
の
先
騙
的
地
位
を
占
め
て
い
る
藤
原
俊
成
の
歌
論

は
、

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

立
論
の
根
操
を

「
古
來
風
艦

抄
」
の
書
名
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
歌
風
の
攣
邉
に
つ
い
て

の
歴
史
的
考
察
に
お
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
が
天
台

摩
詞
止
観
の
は
じ
め
に
お
い
て
佛
法
の
受
け
つ
が
れ
た
次
第
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
手

法
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意

さ
れ
よ

う
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
止
観
に
よ
り
正
智
を
嚢
し
て
諸
法

を
照
見
す
る
よ
う
に
、
各
時
代
の
歌
風
の
差
異
、
特
色
を
述
べ
る

こ
と
が
主
で
、
そ
の
間
お
の
ず
か
ら
批
到
が
加
わ
つ
て
い
る
に
し

て
も
、
佛
者
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
風
を
法
の

一
と
し
て
そ

の
存
在
理
由
を
み
と
め
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
和
歌
は
狂
言
綺
語

の
た
わ
む
れ
に
似
る
が
な
お
佛
道
に
入
る
縁
と
も
な
る
と
云
っ
て

い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
考
察
態
度
に
・田
る
の
で
あ
ろ
う
。
俊
成

に
お
い
て
は
佛
法
は
和
歌
の
徳
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
、
作
歌

の
理
論
に
お
い
て
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

俊
成
の
子
定
家
の
所
論
も
ま
た
歴
史
意
識
に
も
と
つ
い
て
い
る

が
、
俊
成
と
異
な
る
鮎
は
、
佛
者
の
立
場
よ
り
は
作
者
の
そ
れ
が

表
面
に
出
て
い
る
こ
と
、
歴
史
か
ら
の
教
訓
を
制
作
の
う
え
に
生

か
そ
う
と
す
る
心
が
ま
え
が
設
か
れ
て
"

る
こ
と
で
あ
る
。
作
歌

こ
こ
ろ

の
根
本
と
し
て
詞
は
古
く
情
は
新
を
も
と
め
る
こ
と
は
、
歴
史
の

う
ち
に
あ
つ
て
作
家
と
し
て
の
自
箆
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
歌
論
が
後
織
者
た
ち
相
互
の
は
げ
し
い
論
義
を
通

し
て
、
詞
の
制
禁

へ
の
批
判
n
過
去
か
ら
の
解
放
と
情
の
観
念
の

深
化
11
本
性
の
自
覧
と
な
り
、
室
町
時
代
に
お
い
て
暉
文
化
を
獲

展
さ
せ
る
基
礎
を
形
作
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

三

 

室
町
時
代
の
文
藝
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
性
格
に
よ
つ
て
、
國

文
學

ガ
史
學

・
哲
學
の
學

徒
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
人
々
の
間

で
、
多
角
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
そ
れ
ら
先
學
に
導
か
れ

て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
い
る
が
、
小
篇
の
主
題
は
、
世
阿
彌
の

著
書
に
お
い
て
、
能
樂
を
成
就
す
る
要
因
と
し
て
生
得
と
稽
古
の

關
係
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
た
だ
ご
と
と
し
て
看
過
さ
れ
や
す
い
が
、

し
か
し
改
め
て
思
う
と
き
、
人
々
が
行
爲
の
極
限
に
お
い
て
必
ず

逢
着
す
る
も
の
、
人
間
の
根
源
的
な
生
き
方
に
つ
い
て
反
省
す
る

と
き
つ
ね
に
封
決
を
せ
ま
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
世
阿
彌
の

能
樂
論
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
他
の
面
か
ら
云
う
と
、
世
阿
彌
が
そ
の
著
書
の
う
ち
で
し
ば
し

ば
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
ご
ど
は
、
こ
の
人
も
ま
た
藝
能
者
と

し
て
の
極
限
を
志
向
し
た
こ
と
替
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
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か
ら
語
ら
れ
た
理
論
が
暉
交
化
の
主
要
な
も
の
と
し
て
高
く
評
贋

さ
れ
て
い
る
の
も
當
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
世
阿
彌
の
能
樂
論
を
暉
文
化
の
一
例
と
す
る
の
は
、
著

書
に
お
い
て
暉
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
な

く
、
琿
的
言
句
を
使
用
し
な
く
て
も
、
自
己
の
燈
験
の
反
省
の
極

ま
る
と
こ
ろ
お
の
ず
か
ら
人
間
性
の
根
源
に
ふ
れ
、
そ
こ
に
暉
の

境
界
に

一
致
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
世
阿
彌
の
生
涯
は
、
夢
窓
疎
石
の
法
嗣
た
ち
が
足
利

將
軍
家
の
指
導
者
、
時
代
文
化
の
荷
捲
者
と
し
て
は
た
ら
い
た
時

期
に
お
い
て
あ
り
、
自
身
も
將
軍
義
満
の
縄
大
な
庇
護
の
も
と
に

藝
能
を
大
成
さ
せ
た
こ
と
を
見
れ
ぼ
、
輝
曾
た
ち
の
深
い
影
響
を

受
け
て
い
る
の
も
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
大
切
な
鮎
は
、
輝
的
言

句
を
假
り
物
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
く
、
艦
験
を
も

つ
て
う
け

と
め
自
ら
の
言
葉
と
し
て
書
き
と
め
て
い
る
こ
と
、
云
い
か
え
る

と
輝
理
を
能
樂
と
い
う
特
殊
の
分
野
に
生
か
し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
文
章
の
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
佛
教
の
論
理
が
傳
統
の

う
ち
に
沈
暦
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
文
化
活
動
の
最
も
よ
い
例
が

見
出
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

四

世
阿
彌
の
能
樂
論
の
研
究
に
お
い
て
、
足
利
將
軍
家
と
の
關
係

の
攣
化
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
三
期
に
分
か
つ
説
が
あ
る
。
第

一

期
は
無
二
の
保
護
者
で
あ
つ
た
足
利
義
満

の
在
世
中
で
、
父
観
阿

彌
の
教
訓
を
身
を
も

つ
て
う
け
と
め
比
類
な
い
理
論
を
展
開
し
て

い
る
。
義
滴
の
死
に
は
じ
ま
る
第
二
期
で
は
、
足
利
義
持
が
能
樂

よ
り
は
田
樂
を
愛
好
し
た
た
め
、
前
代
の
よ
う
な
厚
遇
は
う
け
な

か
つ
た
が
、
圓
熟
老
成
の
時
期
で
、
そ
の
後
牛
に
は
種
々
の
著
述

に
よ
つ
て
濁
自
の
理
論
を
大
成
し
た
。
第
三
期
に
入
つ
て
足
利
義

教
の
も
と
で
は
、
世
阿
彌
の
甥
元
重
を
寵
愛
す
る
義
教
か
ら
極
度

の
璽
迫
を
う
け
、
さ
ら
に
後
縫
者
元
雅
を
失
う
悲
境
に
お
か
れ
た

が
、
道
を
守
り
傳
え
よ
う
と
す
る
情
熱
は
お
と
ろ
え
ず
、
調
子
高

い
理
論
を
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
氣
節
が
偏

狭
な
義
教
の
忌
む
と
こ
ろ
と
な
つ
た
た
め
か
、
逐
に
佐
渡
に
流
さ

れ
跡
を
た
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
樂
論
を
あ
と
づ
け
る
と
き
、
保
護
者
と
の
關
係
の
.攣
化
と
い

う
外
的
條
件
を
も
つ
て
時
期
を
分
か
つ
こ
と
は
皮
相
の
見
解
で
あ

る
が
、
人
の
生
涯
を
腱
験
と
自
覧
の
各
々
が
主
と
な
る
爾
時
期
に

大
別
す
る
と
き
、
藝
能
の
盛
り
を
き
わ
め
た
第

一
期
は
前
期
に
あ

た
り
、
年
歯
的
に
も
盤
験
を
か
さ
ね
る
に
ふ
さ
わ
し
い
十
二
歳
よ

り
四
十
六
歳
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
後
期

は
第
二
期
の
う
ち
で
も

理
論
盟
系
の
完
成
し
た
出
家

(六
十
歳
以
前
の
こ
と
と
推
定
さ
れ

て
い
る
)
前
後
の
こ
ろ
を
中
心
と
し
、
第

三
期
が
こ
れ
に
つ
づ
く

と
見
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
小
論
は
第

一
期

の
書

『風
姿
花
傳
』
に
お
い
て
前
述
の
キ
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題
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
重
貼
を
お

い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
本
書
が
父
観
阿
彌
の
遺
訓
を
ま
も
り
藝

能
を
み
が
く
こ
と
に
專
念
し
た
三
十
八
歳
の
作
で
あ
る
た
め
、
そ

の
表
現
は
精
彩
に
と
み
世
阿
彌
の
息
づ
か
い
ま
で
も
感
じ
ら
れ
る

も
の
の
あ
る
こ
と
に
心
を
惹
か
れ
る
と
と
も
に
、
晩
年

の
す
み
き

つ
た
心
境
に
お
い
て
説

か
れ
た
理
論
の
芽

生
え
が

す
で
に
あ
つ

て
、
優
れ
た
人
聞
精
神
の
嚢
展
を
あ
と
づ
け
る
よ
い
手
懸
り
を
得

る
た
め
で
あ
る
。

五

『
風

姿

花
傳

』

に
お

い

て
稽

古

が

能

の
成

就

す

る
た

め

の
基
本

と

し

て
重

硯

さ

れ

た

こ
と
は

、
序

に

つ
づ

い

て
第

一
年
來

稽

古
條

條

を
設

け

、
年

歯

に
鷹

じ
た
稽

古

の
方

法

、

心
構

を
説

い
て

い
る

こ
と

か
ら

も
明

ら

か

で
あ

る
。

そ

の
内
容

に

つ
い
て
は

い
ま

燭

れ

る
要

を
見

な

い
ま

で

に
周

知

の
と

こ
ろ

と

し

て
、
此

庭

に
は
本

題

に
關

係

あ

る
黙

を
略

述
す

る
に

と
ど

め

て

お
く

。

(
一
)
七
歳

は
藝

の
初

で
、

こ
の
頃

の
年

歯

は
何

氣

な
く
行

う

能

に
自

ら
具

わ

る
も

の

が

あ

る

た
め

、

心

の
ま

㌧
に
得

手

を
さ

せ

る
。

(
二
)
十

二

二

二
歳

の
時

か

ら
次
第

に
教

え

こ
ん

で
ゆ
く

が

、

姿

は

可
愛

ら

し
く

聲

も

さ
わ

や

か

な
た

め
花

め

く

の

で
、

そ
れ

に

働

み
を

つ
け

る
程

度

の
輕

い
稽

古

を

さ

せ

る
。

し

か

し
そ

の
花

は

年

薗

に

よ

る

一
時

の
花

で
あ

り
、

稽

古
も

生

涯

の
能

を
決

定

す

る

よ
う

な
も

の

で
帽

な

い
。

(
三
)
十

七

・
八
歳

に

な

る
と
聲

攣

り

し

て
姿

も

趣

を
う

し

な

い
、

見
物

衆

か

ら

は
受

け
ら

れ
ず

自

身

も
嫌

氣

が

さ
す

よ
う

に

な

る
。

こ

の
時
期

に

は
人

の
笑

も
顧

み

る

こ
と

な

く
、

「
心

申

に

は
願

力

を
起

し

て
、

一
期

の
能

こ

㌧
な
り

と

生

涯

に

か
け

て
能

を
捨

て

ぬ
よ
り

外

は
、

稽

古

あ

る

べ
か
ら

ず
」

と

い
う

底

の
本

格

的
稽

古

に
と
り

か
か

ら

ね
ば

な

ら

な

い
。

績

い
て

(
四
)
二
十

四

・
五
歳

は
生

涯

の
藝

能

の
定

ま

り
始

め

る
時

期

、

稽

古

に

よ

つ
て
自

己

の
生
涯

が

決
定

さ
れ

る
堺

目

で

あ

る
。

こ

の
頃

は

形

と
聲

に
恵

ま

れ

た
條

件

に
よ

つ
て
人

に
賞
讃

さ
れ

る

と
き

も

反

省

し

て
稽
古

に
は
げ

み
、

危
機

を
乗

り

こ
え

る

と
、

(
五
)
三
十

四

・
五

は

一
生

の
盛

り

の
繕

頂

で

あ

る
が
、

こ

の
時

期

に
稽

古

の

條

々

を
究

め
悟

れ

ば
堪

能

者

と

し

て
天
下

に
許

さ

れ

る
よ
う

に
な

る
。

(
六
)
四
十

四

・
五
歳

は
以

上

の
段
階

を
経

て
到

達

し

た
自

己

を

知
り

、

そ

れ

に
適

し

た
能

を

心
が

け

る

こ
と

が
大

切

で
、

(
七
)

五
〇
鯨

歳

に
な

る
と
何

も

せ

ぬ

こ
と
、
無

爲

の
境

地

に
安
住

す

る

よ
り
外

に

は

て
だ

て
も
無

い
と

云

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

こ
れ

ら

七
段

階

を

た

ど

る
と

き
、

(
六
)
に
至

っ
て
稽

古

の
語

の

見

え

な

い
こ
と

に
注

意

さ
れ

る

が
、

こ

の
段

階

に
お

い

て
も

稽

古

を

必

要

と
す

る

こ
と

は

當
、然

で
あ

る
。

し
た

が

つ
て

(
一
)
よ
り

(
五
)
に
至

る
段

階

で
用

い
ら

れ

て

い

る
稽
古

の
語
義

は
、
「
音

曲

・

舞

・
働

き

・
物

ま

ね

・
か

や
う

の
品

々
を
極

む

る
形
木

也
」

(本

書

、
第

三
問
答

條

々
)

と

い
う

よ
う

に
外
形

的

な

も

の

で
あ
り

、



中世能樂論の暉的性格142

極

め
切

つ
た

の
ち

の

(
六
)
(
七
)
で
は

そ

の
努

力

が

わ
が

身

を
知

る

心

を
持

ち

つ
づ

け

る
と

い
う

内
面

的

修
行

に
轄
化

さ
れ

て

い
る
と

考

え

ら

れ

よ
う
。

し

か

し
世
阿

彌

が

「
年

來

稽

古
條

々
」

を
書

い

た

の
は

(
五
)
の
時

期

を

す

ぎ

よ
う

と
す

る

三
十

八
旗

の
時

で
、

(
六
)
(
七
)
の
境

地

は
未

だ
艦

験

し

て

い
な

い
。

た
だ

過

去

を
顧

み

將
來

を
考

え

る
時

期

に
あ

た

つ
て
、
父

の
遺
訓

、

藝

位

を
偲

び
、

自

身
も

や
が

て
至

る

べ
き
境

地

に

つ

い
て
豫

感

し

た
と

こ
ろ
を

述

べ
た

の

で
あ

ろ
う

。

以
上

の

一
般

的

考
察

の

の
ち

、

こ
の

よ
う

な
時

黙

に
お

い

て
書

か

れ

た

『
風

姿

花
傳

」

に
お

い

て
、
世

阿

彌

が
稽

古

に

よ

つ
て
能

藝

の
極

位

に
ま

で
到

達

し
得

る
と

考

え

た
か
、

生

得

に
ど

の
よ
う

な

意
義

を
認

め

て

い
た
か

の
問

題

に
入

る

こ
と

と
な

る
。

占
ノ、

 

本

書

の
第

三
問
答

條

々
は
、

能

を
演

じ
る

と
き

當
面

す

る
種

々

の
事
項

を
問

答

の
形

で
読

き
能

の
本

質

論

を
展

開

し

た
も

の
で
、

そ

の

一
項

に
、

能
藝

に
は
得

手

と

い
う

も

の
が

あ

つ
て
、

ひ
ど

く

劣

つ
た
者
も

あ

る

一
面

に

つ
い

て
は
上

手

よ
り

勝

れ

た
と

こ
ろ
が

あ

る
、

そ

の
貼

を

上
手

が
學

ば

な

い
の
は
出

來

な

い
た

め
か
又

は

し

て

な
ら

な

い
た

め
か

と

の
問

に
封

し
、

生
れ

つ
き

の
得
手

の
藝

に

つ
い

て
は
位

の
す

ぐ

れ

た
者

も
出

來

な

い
こ
と

を
認

め

つ

、
、

し

か
し

こ
れ
は
普

通

の
上
手

に

つ
い

て
云

わ
れ

る

と

こ

ろ
で
、

能

(稽
古
の
成
果
)
u舵
工
夫
を
極
め
た
眞
の
上
手
は
ど
の
よ
う
な
藝

を
演
じ
て
も
出
來
な
い
こ
と
は
な
い
と
読
き
、
さ
ら
に
他
の
勝
れ

た
黙
を
ま
な
蕊

掛
け
を
述
べ
て
・

「稽
古
は
強
か
れ
・
情
識
は

な
か
れ
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の

一
段
を
見

る
と
究
極
に
お
い
て

は
生
得
の
意
義
を
認
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
紹
封
の
境
地
を

目
指
す
人
の
言
葉
と
し
て
は
當
然
の
こ
と
と

い
え
よ
う
。
し
か
し

修
行
の
過
程
に
お
い
て
逢
着
す
る
問
題
の
解
決
に
紹
封
の
境
地
を

も
ち
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
打
開
す
る
撮
り
所
を
示
す
も
の
で
は

あ
る
が
、
そ
の
説
き
方
に
よ
つ
て
は
観
念
論
に
お
ち
い
る
危
険
さ

を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
言
葉
を
つ
づ
る
と
き
、
私
は
世
阿
彌
が

観
念
論
を
ふ
り
か
ぎ
し
て
い
る
と
云
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
三

十
八
歳
の
世
阿
彌
が
眞
の
上
手
の
境
地
を
自
身
の
も
の
と
し
つ
㌧

も
、
な
お
同
條

の
他
の
箇
所
で
は
生
得
と
稽
古
を
厘
別
し
、
前
者

の
濁
自
性
を
認
め
る
こ
と
か
ら
後
者
の
可
能
性
-

限
界
に
つ
い

て
想
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
こ
の

一
節
は
詳
細
な
分
析
を
必
要
と
す
る
の
で
、
ま
ず
原
文

を
掲
げ
て
お
く
。
本
文
と
校
訂
は
日
本
古
典
交
學
大
系
本
の
歌
論

集

・
能
樂
論
集

(三
六
四
頁
)
に
よ
る
が
、
改
行
と
そ
の
各
々
の
番

號
は
説
明
の
便
宜
上
筆
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
段
を
ば
の
ぞ
く

問

。

能

に
位

の
差
別

を
知

る
事

は
如

何

。

答

。

こ
れ
、

目

利

の
眼

に
は
、

易

く
見

ゆ
る

な
り

。

e
凡

、
位

の
上

る

と

は
、

能

の
重

々

の
事

な

れ

ど
も

、
不

思
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議

に
、

十

ぼ

か
り

の
能

者

に
も
、

こ

の
位

、

を

の
れ
と

上

れ

る
風

鵬

あ
り

。

但

、
稽

古

な

か
ら

ん

に
は
、

を

の
れ
と

あ
か
る
く
ら
ひ

位

あ
り

と

も
、

い
た
づ

ら
事

也

。

ま

つ

、

稽

古

の
劫

入

ー
ー

上
の

て
、

・
の
位

あ
ら

ん

は

、
常

の
事
也

。

生
得
あ
か
る
く
ら
ひ

口
、

又
、

生

得

の
位

と

は

、

長

也

。

嵩

と
申

は
、

別

の
物

き
る
か
く
に

也
。

多

く

、
人

、

長

と
嵩

と
を

同

じ

や
う

に

思

ふ
也
。

嵩

と
申

物

は
、

も

の
く

し

く
、

…勢

の
あ

る
形

也
。

日
又

云
。

嵩

は

、
一
切

に
わ

た
る
義

也

。

位

・
長

は

、
別

の
物

上
の
ぐ
ら

ひ
歎

也

。
例

へ
ば

、
生

得
幽

玄

な

る
所

あ
り

。
こ
れ
位

也

。

し

か

れ

ど
も

、

更

に
幽

玄

に
は

な

き
爲

手

の
、

長

の
あ

る
も

あ

り
。

こ

れ
は

、
幽

玄

な

ら

ぬ
長

也
。上

の
く
ら
ひ

㈲
又

、
初

心

の
人
思

ふ

べ
し
。

稽

古

に
位

を

心

掛

け
ん

は
、

返

々
叶

ふ
ま

じ
。

位

は

い
よ

く

叶

は

で
、

あ
ま

つ
さ

へ
、

稽

古

し

つ
る

分
も

下

る

べ
し
。

所

詮

、

位

・
長

の
あ
が
ら
'禦
は
か
く
べ
つ
の
心
え
あ
り
て

と
は

生
得

の
事

に

て
、

得
ず

し

て
は
、

大

方

叶

ふ
ま

じ
。

㈲
、

又

、
稽

古

の
劫

入

て
、

垢
落

ち

ぬ
れ
ば

、

此
位

、

を

の

れ
と
出

で
來

る
事

あ

り
。

稽

古

と

は
、

音

曲

・
舞

・
働

き

・
物

ま

ね
、

か

や
う

の
品

々

を
極

む

る
形

木

也

。

工

夫

へ
つ
て
ん
の
所

丙
よ
く
く

公
案
し
て
思
ふ
に
、
幽
玄
の
位
は
生
得
の
物
か

た
け
た
る
位
は
劫
入
た
る
所
か
、
心
中
に
案
を
廻
ら
す
べ

し
。

右
の
う
ち
、
e
に
お
い
て
生
得
の
位
と
稽
古
に
よ
つ
て
得
た
位

に

つ
い

て
、
後
者

が

翼

の
も

の
だ

と

一
般

的
見

解

を

の

べ
た

の
ち

、

爾
者

の
關
係

を
繰

り

か

え

し
説

明

し

て

い
る
。

ま

ず

C⇒

に

は
長

.

か
さ嵩

と

い
う
和

歌

の
用
語

を
引

い
て
前

者

を
生

得

の
位

と

す

る
考

が

見

ら

れ
る

。
日

に

つ
い

て
は
國

文

學
者

の
注
繹

に
よ

る

と
、
嵩

は

一

切

に
通

じ

る
も

の
で
、

位

や

た

け

は
そ

れ

と
は
別

の
物

と

い
う

意

味

に

と

つ
て

い
る
。
し
か

し

以
下

の
文

章

の
「
幽
玄

な

る
」
と
「
幽

玄

な

ら

ぬ
」

も

の
に
庭

別

し

て

い
る
黙

を
位

と
長

を
別

の
も

の
と

す

る

読
明

の
言
葉

と

見

て
、

位

と
長

と
は
別

物

と

考

え

て

い
た

と
も

思

わ

れ

る
が
、

い
ず

れ

に

し

て
も
幽

玄

を

生
得

の
も

の
と

す

る
考

に
は
攣

ら

な

い
。

と

こ
ろ
が

四
位

と
長

と

は
生

得

の
も

の
で
生

れ

つ
き

そ
れ

を
得

て

い
な

い
人

は
手

に
入

ら

な

い
だ

ろ
う

と

云

い
な

が

ら

、
㈲

稽

古

を
積

み
か

さ
ね

る

と
自

然

に

そ
な

わ

る

こ
と
が

あ

る
と

前
説

を
補

い
、

考

慮

を
か

さ

ね

た

の
ち
内

に

い
た

つ
て
幽

玄

註

の
位

は
生

得

の
も

の
、

た

け

た
位

は
稽

古

の
結

果

か

と
、

生
得

と

稽

古

の
意

義

を
差

別

す

る
立

場

か

ら

そ
れ

ま

で

の
種

々

の
考

え

を

一
お

う
疑

問

の
形

で
整

理

し

た

の
ち
、

さ

ら

に

「
心
中

に
案

を
廻

ら

す

べ
し
」

と

断
定

を

他

日

に

の

こ
し

て

い
る

の
で

あ

る
。

こ

の

一
節

に
は
論

旨

の
混

副胤

の
あ

る

こ
と
が

指

摘

さ
れ

て

い

る
。

し

か

し

た
だ
混

齪

と

い
う

の

み
で
片

附

け

る

の
は
正

し

く

な

い
。

私

は

こ

の
文

章

の
う

ち

に
世

阿
彌

の
濁
白

、

不

退
轄

の
精

進

を

つ
づ

け

る
世

阿
禰
…が

自

己

の
藝

位

を
省

み
て

は

ふ
と
胸

を

か

す

め

る
疑

惑

究

極

を
志

向

す

る
人

が
藝

位

の
高

ま

る

に

つ
れ

て
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却

っ
て

あ
き

た
ら

ぬ
氣
持

を

強
く

し
、
努

力

の
む

な

し
さ

を
感

じ

る

こ
と
も

あ

ろ
う

を
繰
り

か

え

し

述

べ
た

濁
白

を
,讃

み
と

る

思

が

す

る

の
で
あ

る
。

行

間

の
細

字

は
異

本

の
字

句

を

示

し

て

い
る
。

そ

れ
ら

が
主

と
し

て
生

得

の
語

を
改

め

る
も

の

で
あ

る

こ
と

か
ら

、

後

日

何

人

か
が

生
得

の
観
念

を
否
定

す

る
意
圖

の
も

と

に
加

筆

し

た

が
、

な

お
意

に
満

た

ぬ
た

め

こ

の

一
節

を
削

除

す

る

旨

を

冒

頭

に
注

記

し

た

の
で
あ

ろ
う

と
云

わ

れ

る
。

こ
の
加
筆

者

が
何

人

で
あ

る
か
明

ら

か

に

さ
れ

て

い
な

い
。

若

し

そ

れ
が

晩

年

の
世

阿

彌

と
す

る
臆

測
が

可

能

な
ら
興

味

深

い

こ
と

で

あ

る
。

(註

)

た
け
た
る
位
の
語

に
つ
い
て
、
國
文
學
者

の
間
に
は
、
世
阿
彌
五

十
八
歳
の
著
書

「
至
花
道
」
に
見
え
る
閲
た
る
位
の
意
味
に
と
る

説
が
あ
る
。
そ
の
論
に
し
た
が
う
と
因
の
解
繹
も
改
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
私
は
、
五
十
八
歳
の
究
め
叢
し
て
到
り
得
た
境
界

か
ら
出
て
い
る
言
葉
を
も

つ
て
こ
の
語
も
同

一
覗
す
る
方
法
を
無

た
け

理
と
思

い
、
こ
の
語

の
前

に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
長
と
結
び

つ

け
る
見
解
に
し
た
が
う
。

七

『風
姿
花
傳
』
の
う
ち
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
資
料
の
か
ぎ
り

で
は
、
世
阿
彌
の
著
述
活
動
は
し
ば
ら
く
の
間
無
か
つ
た
よ
う
で

あ
る
。
年
歯
的
に
見
て
藝
能
を
極
め
る
時
期
に
あ
り
、
義
満
の
紹

大
な
庇
護
に
こ
た
え
る
た
め
に
も
、
そ
の
能
力
を
藝
風
の
完
成
に

致
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
十
六
歳
の
と
き
義
漏
の
死
に
あ
い
、
環

境
は
急
攣
す
る
こ
と
㌧
な
る
が
、
こ
の
頃
は
、
年
來
稽
古
條
々
に

我
が
身
を
知
る
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
た
時
期
に
相
當
し
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
、融
會
的
地
位
の
攣
化
も
そ
の
藝
風
と
心
境
に

影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
圓
熟
味
を
加
え
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
の
後
な
お
十
年
を
経
た
五
十
八
歳
の
と
き

『
至
花
道
』
を
著

わ
し
た
。
こ
の
書
は
習
道
を
中
心
と
す
る
能
樂
概
論
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
習
道
の
語
の
現

わ
れ
て
い
る
黙

に
注

意
さ
れ
る
。

こ

の
語
義
は
、
主
艦

性
を
も
た
ぬ
藝
風

(無
主
風
)
を
斥
け
た
段

で
、
師
の
所
作
を
よ
く
似
せ
習
い
そ
れ
を
身
心
に
覧
え
こ
ん
で
自

在
な
藝
位
に
到
達
す
べ
き
こ
と
を
読
い
て
い
る
そ
の
よ
う
な
稽
古

の
仕
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
似
せ
る
だ
け
で
な
く
我
が
物

と
す
る
と
こ
ろ
に
生
き
た
能

(有
主
風
)
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。

こ
の
語
は
時
に
は

稽
古
と
並

び
記

さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
。
そ
の
時
の
稽
古
の
語
義
は
、
物
ま
ね
を
究
め
て
そ
の
物
に
な

り
切
ろ
う
と
す
る
面

(藝
能
の
用
)
を
指
す
に
封
し
て
、
習
道
の

語
は
物
を
我
が
物
と
す
る
面

(藝
能
の
艦
)

に
つ
い
て
云
う
の
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
廣
義
の
稽
古
に
お
い
て
習
道
に
重
鮎
を
お
く
と

き
、
藝
能
者
が
正
し
い
藝
風
を
確
立
す
る
た
め
に
は
心
性
の
問
題
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自
己

の
本
性

を
明

ら

め
る

こ

と
が
中

心

課

題

と

な
る

の

で
あ

る
。こ

の
段

階

に
お

い

て
は
、

生
得

と
稽

古

の
關

係
も

別

の
角

度

か

ら

見

ら

れ

る

こ
と
と

な

る
。
本

書

の
他

の
節

で
は
、

藝

能

を
書

道

の
用
語

、

皮

・
肉

・
骨

の
観

念

に

よ

つ
て
、

生

得

の
素
質

に
基

づ

く

も

の
を

骨

、
習

力

に

よ
る
も

の
を
肉

、

骨

・
肉

と
も

に
現

れ

て

自

由

な
美

し

い
姿

を
も

つ
も

の

を
皮

と
読

明

し

て

い

る
よ
う

に
、

爾

者

そ
れ

み
＼

に
意
義

を

認

め

た

の
ち

に
、

そ

れ

を
綜
合

す

る
見

解

を
示

し

て

い
る
。

こ
の
時

の
世

阿

彌

は

、

修

行

の
過

程

で
は

な

く
、

そ

の
後

に
來

た

る
無
硬

の
境
界

に
身

を

お

い

て

い
た
。

そ

こ
に

は
生

得

か
稽

古

か
と

い
う

差

別

の
意

識

に
代

っ
て
、
生

得
も

稽

古
も

と

い
う
卒

等

の
意
識

が

は
た

ら

い

て

い
る

の

で
あ

る
。

八

出
家
の
の
ち
六
十
二
歳
で
完
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る

『
花
鏡
』

は
、
父
観
阿
彌
の
死
後
四
十
年
に
わ
た
つ
て
禮
得
し
た
能
藝
の
極

意
を
語
つ
た
も
の
で
、

透

徹
し
た
言
葉
は
境

界
の
高

さ
を
思
わ

せ
、
藝
術
論
の
極
致
と
ま
で
評
贋
さ
れ
て
い
る
。
出
家
と
い
う
嚴

粛
な
出
來
事
を
契
機
と
し
て
、
膿
験
的
自
覧
の
盟
系
化
が
完
成
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
も
ま
た
稽
古
論
を
も

つ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
稽

古
は
い
う
ま
で
も
な
く
習
道
の
意
味
で
あ
る
。
書
申
に
習
道
を
知

る
事
の

一
段
を
設
け
て
、

『
至
花
道
』
に
お
い
て

「身
心
に
覧
え

入
る
」
ま
で
に
似
せ
習
う
こ
と
を
読
い
た
黙
を
詳
述
し
、
奥
段
に

は
、
能
藝
人
は
諸
道
、
萬
事
を
打
措
い
て
當
藝
に
没
入
し
不
断
に

習
い
極
め
て
年
月
を
か
さ
ね
る
よ
り
外
に
は
無
い
と
訓
え
、
ま
た

能
は
若
年
よ
り
老
年
ま
で
習
い
徹
る
べ
き
だ
と
云
つ
て
い
る
。
ま

つ
な

た
習
道
に
あ
た
る
心
掛
け
に
つ
い
て
、
萬
能

一
心
に
縮
…ぐ
の
事
の

段
に
あ
や
つ
り
人
形
に
警
え
た
興
味
あ
る
説
明
が
見
ら
れ
る
。

棚
の
上
に
あ
る
作
り
物
の
あ
や
つ
り
人
形
が
動
く
の
は
そ
れ
を

あ
や
つ
る
糸
の
し
わ
ぎ
で
、
糸
が
切
れ
る
と
人
形
は
ば
ら
み
＼
に

な
る
。
人
間
が
生
死
に
輪
廻
す
る
有
様
を
こ
の
事
に
警
え
た
詩
も

あ
る
が
、

能
樂
も
そ
れ
と
同

じ
で
、

物
眞
似
は
作
り
物
に
す
ぎ

ず
、
そ
れ
を
持

つ
の
は
心
で
あ
る
。
そ
の
心
を
人
に
知
ら
れ
な
い

よ
う
に
し
て
萬
能
を
給
ぐ
な
ら
そ
の
人
の
能
に
は
生
命
が
あ
る
で

あ
ろ
う
、
す
べ
て
能
を
演
じ
て
い
る
場
合
に
限
ら
ず
、
日
夜
、
行

住
坐
臥
に
こ
の
心
を
忘
れ
ず
心
中
に
と
め
る
が
よ
い
。
こ
の
よ
う

に
油
断
な
く
工
夫
す
る
と
能
は

一
層
上
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

條
は
至
極
の
秘
傳
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
住
坐

臥
の
修
行
を
紹
封
の
も
の
と
す
る
と
き
、
生
得
の
も
つ
意
義
は
さ

ら
に
明
確
と
な
る
。
書
中
の
妙
所

の
事
の
段
で
は
、
能
藝
で
究
極

の
も
の
と
す
る
妙
所

(形
の
無
い
と
こ
ろ
、
言
葉
で
は
現
わ
せ
な

い
と
こ
ろ
)
の
面
影
が
生
れ
つ
き
初
心
の
時
か
ら
あ
る
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
よ
く
く

考
え
る
と
能
を
究
め
無
心

・
無
風
の
境
地
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に
至
つ
た
眞
の
上
手
の
藝
が
妙
所
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
心
眼
を
も

つ
て
見
る
が
よ
い
と
訓
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
れ
つ
き
は
如
何

と
も
し
が
た
い
。
そ
れ
を
生
か
す
の
は
稽
古
で
あ
る
と
い
う
の
は

自
明
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
究
め
霊
し
て
至
り
得

た
境
界
に
安
住
す
る
人
か
ら
云
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
無
限
の
意
味
を

感
じ
る
の
で
あ
る
。九

前

書

か

ら

四
年

の
の
ち

、

六
十

六
旗

の
と

き
成

つ
た

『
拾

玉

得

花
』

は
、

そ

れ
ま

で

の
諸
書

に
見

ら

れ

る
主
要

問

題

を

集
約

し
た

も

の

で
、
世

阿

彌
自

ら

當
藝

習

道

の
秘

傳

と

い

つ
て

い
る
が

、
調

子
高

い
文

章

は
當
時

の
世

阿

彌

の
心
境

を

思

わ

し
め

る

た

め
、
主

題

に
關
係

あ

る

一
節

を
原

文

の
ま

㌧
掲

げ

て
お
く

。

問

。

稽

古

の
條

々
に
、

安

き
位

と
云
り

。

是

は

、
無

心

の
感

・
妙

花

の
所

と

、
同

意

な

る

べ
き

や

ら
ん

。

答

。

是

は

安
心

也
。

た

団
、
無

心

の
感
、

妙

花

、
同

意

也
。

さ
り

な

が
ら

、
其

位

の
有

主

風

を
得

こ
そ

、
眞

實

の
安

き

位

な

る

べ
け

れ
。

無
位

眞

人

と

云
文

あ

り
。

形

な

き
位

と

云

。

た

団
無
位

を
誠

の
位

と

す
。

是

安

位
。

ま
ね

當

道

も

、
花
傳

年

來

稽
古

よ
り

、
物

覧

・
問

答

・
別

紙

、

至

花

道

・
花
鏡

、

如

此

の
條

々
を
習

道

し

て
、

奥
藏

を
極

め
、

達
人

に
な
り

て
、
何

と

も

心

の
ま

＼
な

る
は

、
安

き

位

な

る

べ
し
。

然

云

へ
共

、

猫
も

是

は

、
稽

古

を
習

道

し

た

る
、

成
功

の
安

位

也
。

然

ら

ば
、

無

心

と

は

な
を

も
申

が

た

し抑

、
安

位

者

、

意
景

・
態
相

に
全

く

か

＼
は
ら

ぬ
所

あ

る

べ

し
。

(細
註
略
)
其
時

は
、

稽

古

・
習

道

を
鑑

く

し

っ
る
條

條

、
心

中

に

一
物

も

な

し
。

一
物

も

な
き

と

云

も
、

又

、
習

道

の
成

功

力

也

(中
略
)
此

位

の
達

人

を

こ
そ

、眞

實

の
安
位

と
も

云

べ
け

れ
。

是

、
萬

曲

を

な

す

と
も

、

心
中

に
安

し

と

だ

に
も

思

ふ
べ
か

ら
ず

、
無

曲

・
無

心

の
當
態

な
り

。
此

位

を

や
、
本

無

妙

花

と
も

申

べ
き
。

世

阿

彌

が

藝
境

を

説

く

と

き

よ
く

用

い
る
安

位

の
語

に

つ
い

て
、

習

道

の
極

地

と

し

て

の
成
功

の
安

位

の
の

ち

に
さ

ら

に

一
歩

を
す

㌧
め

る

と
き

、
稽

古

習

道

の
條

々
が

一
も

そ

の
跡

を
と

ど

め

な

い
眞
實

の
安

位

に
至

る

こ
と

を
示

し
た

も

の

で
あ

る
。

安

位

の

語

は

『
至
花

道

』

『
花

鏡

』

そ

の
他

の
書

に
見

え
る

が
、

こ

の

一

節

に
読

か

れ

て

い
る
翼

實

の
安
位

の
観

念

に

つ
い

て
は
不

十

分

な

形

で
し

か
認

め
ら

れ

な

い
。

そ

れ
が

此
塵

に

は
自
覧

的

に
語

ら

れ

て

い
る

と

こ

ろ

に
理

論

の
議

展

、

大
成

が

考

え

ら

れ

て

い
る
。

こ

の
境

地

に

つ

い
て
解

読

を
加

え

る

こ
と

は

、
何

人

も

よ

く
す

る
と

こ
ろ

で
は

な

い
。
無

一
物

の
う

ち

に
花

・
月

・
櫻

毫

の
あ

る

よ
う

に
、

無

心

の
境

に
あ

っ
て
萬

能

の
現

わ

れ

る

は

た
ら

き

に

つ

い
て
は

人

々
自

得

の
外

は

な

い
の

で
あ

る
。

た
だ
安

位

に

つ

い
て
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「
一
物
も

な

き

と
云

も
、

又

、
習

道

の
成

功

力

也
」

と

い
う

言

葉

は

、
本

論

の
主

題

を
結

ぶ
に

ふ
さ

わ

し

い
こ
と

を
指

摘

す

る

に
と

ど

め

て
お

く
。

人

々
が
自

己

を

蓋

す

と

こ
ろ

に
自

己

が
無

く

な

る

と

き

、
個

々
を

超

え
た
普

遍

的

人
間

性

が

あ

ら

わ
れ

て
く

る
。

し

か

し
そ

の
境

地

に
あ

つ
て
は
、

生

得

か
稽

古

か
と

い
う

よ

う

な
個

人

の
経
験

的

問

題

は
も

は
や

意
味

を

も

た

な

い
で
あ

ろ
う

。

終

り

に
、

能

樂
論

の
輝

的
性

格

に

つ
い
て
要

約

し

て

い
う

と
、

世

阿

彌

に
と

つ
て
、
能

藝

の
成

就

す

る

こ
と

は
、

人

々
が

自

己

の

本

性

を
明

ら

め

る
と

き
佛

と

な

る
と

同

一
事

で
あ

つ
た
。

こ
の
理

論

に

は
暉

理

そ

の
も

の
が
語

ら

れ

て

い
る

。

し

か
し

こ
の
事

は
、

縄

理

を
も

つ
て
理
論

を
組

立

て
た

こ
と

で
は

な
く

、
能

藝

の
理
論

そ

の
も

の
が

輝

理

で

あ

つ
た

こ
と

を

意
味

し

て

い
る
。

諸

事

を
抱

つ
修

行

に
よ

つ
て
眞

實

の
安

位

に
到

達

し

た
世

阿
彌

は
、

暉

に
云

う

大

悟

の
人

で
あ

つ
た
。

し

た
が

つ
て
た
だ

能

藝

に

つ
い
て

の

み

語

る
言
葉

が
暉

理

と

不

二

の
も

の
な

の

で
あ

る
。

世
阿
彌
か
ら
後
れ
る
こ
と
約
四
十
年
で
世
に
出
た
連
歌
師
心
敬
も
、

制
作
の
髄
験
を
つ
き

つ
め
て
、
暉
理

に
通
じ
る
連
歌
論
を
大
成

し
て
い

る
。
心
敬
に
と
つ
て
、
連
歌

は
修
行

工
夫

の
道
で
、
眞
の
道
に
至
る
の

は
頓
悟
直
路
の
法
で
あ
つ
た
。
そ
の
意
味
は
連
歌
を
手
段
と
し
て
暉
に

入

る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
暉
理
に
よ
つ
て
連
歌
論
を
構
成
す
る
こ
と
で

も
な
い
。
連
歌
と
い
う
文
學
形
式
の
極
限
が
暉
的
表
現
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
心
敬
が
あ
く
ま

で
も
連
歌
を
は
な
れ
ず
、
創
作
を
通
し
て
理
論

を
身
に

つ
け
た
こ
と
は
、
世
阿
彌
が
能
に
徹
し
切

っ
た
こ
と
と
同
じ
立

場
に
た

つ
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

つ
て
爾
者
の
理
論
は
類
似
す
る
も

の

を
多
く
具
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
世
阿
彌
が

『
至
花
道
』
を
著
わ
し
た
と
同
じ
五
十
八
歳
の

と
き
の
作
で
あ
る
『
さ
さ
め
ご
と
』
に
、
道
に
至
り
え
な

い
人
は
外
形
の

句

(教
)
に
参
じ
、
至
り
え
た
人
は
意

(理
)

に
参
じ
る
と
云
い

「
心

外
法
あ
れ
ば
生
死
に
輪

廻
し
、

一
心
覧

知
す
れ
ば
な
が
く

生
死
を
捨

つ
」

の
語
を
引
い
て

い
る
こ
と
は
、

世
阿

彌
…が
、

前
に
ふ
れ
た
よ
う

に
、

『
花
鏡
』
萬
能

一
心
に
結
ぐ

の
段
で
、
他
物
の
眞
似
を
す
る
に
と

ど
ま
る
と
き
は

(心
外
法
あ
れ
ば
)
そ
の
人
の
能
は
繰
り
人
形
の
糸
が

切
れ
て
ば
ら
ば
ら

に
な

つ
て
い
る
こ
と
に
似

て
い
る
。
こ
れ
を
人
間
に

た
と
え
る
と
生
死
に
輪
廻
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
形
を
動

か
す
糸
の
よ

う
に
物
眞
似

に
生
命
を
あ
た
え
る
心
を
知
る
と

(
一
心
覧
知
す

れ
ば
)

能
は
い
よ
い
よ
上
達
す

る
で
あ
ろ
う

(な
が
く
生
死
を
捨

つ
)

と
説
く

こ
と
＼
軌
を

一
に
し
て
い
る
。

ま
た
連
歌
の
艦
を
、
前
句
の
言
葉
に
よ

つ
て
付
け
た
も

の
を
親
句
、

心
に
よ
る
も

の
を
疎
句
と
匪
別
し
、
前
経
を
教
有
相
、
後
者
を
暉
無
相

の
語
で
表
し
、

眞

の
歌
人
の
心
は
有

無
、

親

疎
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
、

佛
の
心
地
の
ご
と
く
あ
る

べ
き
だ
と
云
う

こ
と
は
、

世
阿
彌
が

『拾
玉
得
花
』
の
う
ち
で
藝
位
を
深
淺
に
よ
り
九
位

に
分
け
な
が
ら
、

そ
の
す
べ
て
に
通
じ
る
者
を
藝
を
極
め
盤
し
た
上
手
と
し
て
、

「
萬
法

一
に
鋸
す
、

一
い
つ
れ
の
所
に
か
鋸
す
、
萬
法
に
館
す
」
と
説
い
て
い

る
の
と
同
じ
心
境
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
…封
比
は
安
易
な
方
法
で
あ
る
。
心
敬
の
理
論
は
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世
阿
彌
と
の
著
る
し
い
類
似
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
本
質
的
に

相
違
す
る
面
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

世
阿

彌
に
と
つ
て
は
自
已
の

道
が
縄

封
で
あ

つ
た
。

し
か
し
心
敬

は
、
人
の
行
爲
ー

修
行
見
性
さ
え
も
、
凡
俗
を

へ
だ

て
な
い
佛
の
眼

を
も

つ
て
す
れ
ば
縄
封
で
は
有
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
差
異
は
、

畢
寛
、

爾
者
の
抱
く
世
界

観

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

世
阿

彌

の
世
界
観

は
、
父

の
教
訓
に
導

か
れ
た
腱
験

の
自
畳
が
す

べ
て
で
あ

つ
た
。
自
ら

を
隷
所
と
す
る
不
退

轄
の
求

道
の
上
に
築
か
れ

た
も

の
で
あ
る
。

他

方
、
天
台
教
學
を
身

に
つ
け
た
心
敬
は
、
無
常
感
に
よ
る
諦
観
に
左
右

き
れ
る
面
を
具
え
て
い
た
。
連
歌
の
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
優
劣

・
盛

衰
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
何
れ
の
句
膣
も
と
も

に
法
の
作
用
で

あ
り
、
自
已
も
ま
た
そ
の

一
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
不
立
文
字
の

道
を
詮
く
理
論
も

「
た
だ
幻

の
程
の
よ
し
あ
し
の
理
」

に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
諦
観
を
抱
く
と
き
、
生
得
と
稽
古
の
聞
題
を
人

間
性

の
奥
底
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
小
篇
の
意
圖
は
意
義
を
失
う

こ
と
＼
な
る
で
あ
ろ
う
。


