
能

の

場

面

展

開

法

野
　
上
　
豐

郎

b

一

　
能
は
特
殊

の
構
造
を
持

つ
舞
鏖
の
上
で
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
演
伎
の
進
行
と
共
に
場
面
を
展
開
さ
せ
る

方
法
に
も
お
の
つ
か
ら
特
殊

の
約
束
が
成
立
し
て
ゐ
る
.

そ
れ
を
跡
づ
け
て
行
く
と
、
能

の
演
出
法
の
さ
裟
ざ
ま
の

特
長
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
趣

　
能
舞
鑾

の
構
造
の
特
殊
性
と

い
ぷ
の
は
、
歌
舞
伎
劇

や
西
洋
近
代

の
演
劇
∵

歌
劇
の
如
く
李
面
的
演
伎
で
ぱ
な
く
、

　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

一
種

の
立
體
的
演
伎
と
し
て
提
示
す

る
や
う
に
で
き
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
歌
舞
伎
劇

ヤ
西
洋
近
代

の
演
劇

歌
劇

の
舞
臺
は

一
つ
の
壁

の
中
に
嵌

め
込
ん
だ
や
う
に
造
ら
れ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
,中

で
提
示
さ
れ
る
演
伎
を
ば

旋
だ

一
方
か
ら

の
み
見

る
の
で
あ
る
か
ら
、
譬

へ
は
顯
縁
で
取
う
園
嚢
れ
禿
繪
を
見

る
ゐ
、
う
に
卒
衝
的
に
見

る
こ
と

　
　
　
　

鶴
の
講
薦
饑
踏
綾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
二
瓢
脳

O



掌

O

季

　

　

　

　

能
の
携
爾
厘
購
漉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
ご

k

な

る
が
、

之

に
反
し

て
能

舞
臺

は
見
物
帯

の
中

へ
押

し
出
し

て
、

正

面
と
脇

正
面
と

地
裏

の
三
方
か

ら

そ
れ
を
取

う
捲

い
て
見

る
こ
と

に
な

る
の
で
、

演
伎

は
立
體

的

に
見

ら

れ

る
。

し

た
が

つ
て
、

能
舞
臺

に
は
、
舞

臺

と
見
物
席

　

　

　

　
　

　

へ

の
問

を
仕

切

る
幕

が
な

く
、

舞
臺

は

い
つ
も
開
放

さ
れ

た
ま
ま

で
あ

る
。　

(尤

も
、

能
舞
臺

に
は
橋

掛

と
鏡

の
問

の

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
ヘ　　へ

あ

ぴ
だ

に
揚
幕

は
あ

る
け
れ
ど

慈
、

そ
れ

は
樂
屋

を
見
物
入

か
ら
遮

蔽

す

る
毛

の
で
あ

つ
て
、

歌
舞

伎

の
舞
臺

や
西

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

ヘ　　へ

洋
劇

の
舞

臺

の
幕

の
や
う

に
舞

臺

を
見

物
人

か
ら
遮

蔽

す

る
も

の

で
は
な

い
か
ら

、
性
質

が
異
な

つ
て

ゐ

る
。Y

　

そ

ん
な
風
k

能
舞
臺

は

三
方
を
見

物
席

に
さ
ら

し

て
開
放

さ
れ

て
あ

る
か
ら

(鏡
板

に
描

か
れ

た
松

の
繪

を
除

い

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾ

　

　

　

　
　

か
ぽ
わ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

て
は

)

別
に
描

割
と

い
ふ
竜

の
は
使

は
れ
ず
、

使

ふ
餘

地
格

な
く
、

ま
カ
、
室

内
と

か
庭
園

と
か
川

と

か
海

と

か
を

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

つ
ぐ
り
も
の

指

定

す

べ
き
大

道
具

竜
用

ひ
ら

れ
な

い
。　

(尤

も
、

能

で
は

一
種

の
大
道

其
的

な
物
と

し

て
作
物

が
用

ぴ
ら

れ
る
け

れ
ど

も
、

そ

れ
は

必
ず
し
慈
場

所
を
指

定
す

る
意

味

か
ら

で
な
く
、

そ

の
中

に
役

者
が
身
體

を
匿

く
し

て
置

く
カ

め

で
あ

る
か
ら
、

使
用

の
目

的
が

劉
で
あ

る
。
)

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

ぬ　　へ　　も

　

背

景

や
大
道

具
が
用

ひ
ら

れ
な

い
こ
と

は
能
舞

臺

を
取
り

と

め
の
な

い
が
ら

ん
と

し
カ
も

の
に
す

る

の
で
、
能

の

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

、

演

出

を
見

馴

れ
な

い
見
物

入
を

ば
或

ひ
は
困
惑

さ
せ

る
か
も
知

れ
な

い
が
、

し
か
し

ま
費
見
方

に
よ

つ

て
は
、

そ
れ

だ

け

能
舞
鏖

の
使

用
法

は
自
由

自
在

で
、

必
要
に
應

じ

て
室
内

と
し

て
慈
想
定

さ

る
れ
ば
、
戸
外

と

し

て
竜
假

定
さ

れ
、

川

の
ほ
と

ウ
と
も

な
れ
ば
海

の
上

と
も
な

う
、

山

と
慈
森

と
も
、

野
と

も
田
圃

と
も
、

天
上
界

と

恐
下
界

と
も
、

任
意

に

し
か

も
瞬

間

に
、

思

ふ
が
裟

な
に
變
更

さ
れ

る
か
ら
、
便

利
と

い

へ
ば

こ

の
く
ち

ゐ
便

利
な

こ

と
は
な

い
。

瀞



紀

元
前

五
健

紀

の
ギ

ソ

シ
ア
の
劇

場

は
、
見

物
席

の
申

へ
舞
鏖

が
せ
6
出

し

て
ゐ
疫
特

殊

の
構
逧

が
、

能
舞
毫

に

つ

い

て
考

へ
る
時
し

ば
し
ば

聯
想

さ
れ

る
ほ
ど

に
類

似

の
設

訃

で
あ

つ
・72
し
、

初
あ

は
背
景

も
大
道

具

も
使
用

さ

れ
な

い

で
、

場
爾

の
變

化

は
見
物
人

の
想
像

力

に
委

さ
れ

て
あ

つ
允

け
れ
ど
も
、

時
代

の
推
移

と
共

に
改

變

が
加

へ
ら

れ
、

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

サ

舞

臺

の
後

方

に
大
が

か
う
な

背
景

建
造
物

が
常
設

的

に
附
け
足

さ
れ

た

の
を
以

つ
て
見

る
と
、
初
期

の
背
景

を
缺

い

て

ゐ
た
状

態

は
、

當
然

發
達

す

べ
き

も

の
が
嚢
だ

襲
逹

し
な

か

つ
力
原
始

的
形
式

で
あ

つ
カ
と

・も
解

せ
ら

れ

る
。

そ

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
の

の

點
、
能

舞
鏖

が
初

め
か
ら

終
う

嚢

で
背
景

を

必
要
と

し
な

い
で
、

飽

く
雲

で
見

物
人

の
想
像

力
を

信
用

し

て
か
か

っ

て
ゐ

る
積
極

的
態
度

と
は
非
常

な
相

違

が
あ

る
。

シ
ェ
イ

ク

ス
ピ
ア
時
代

の
初

期

の
劇

場

も
ギ
リ

シ
ァ

・
・
i

マ

の
劇

場

の
如

く
、

舞
臺

が
見
物

席

の
中

へ
せ

ら
出

し

イし
背
景

の
裝
農

が
な
か

つ
カ
け
れ
ど

菟
.

こ
れ

も
完

成
さ

れ

る

べ
き

も

の
が
未

完
成

の
歌

態

に
放

置

さ
れ

て
ゐ
海
も

の

で
あ

る
こ
と

の
證
據

に

は
、

演
出

者
は
舞
豪

の
片

隅
に
貼
札

を

出
し

て
場

所

と
か
時

刻
と

か
を
指
示

し
、

そ
れ

に
よ

つ
て
見

物
人

に
想
像

力

の
發
動

を
促
し

て
ゐ

カ
。

　

そ
れ
等

に
較

べ

る
と
、

能

の
完
成
者

允
ち

の
意

圃

は
、

大
膽

不
敵

と
言

は
う

か
.

憂

く
無

類
な

も

の
で
、

最
初

か

ら

背

景
的
裝

澱

の
必
要

を
認

め
な

か

つ
カ

こ
と

は
、

上
述

の
如
く
能
舞

鏖

の
構
造

が
さ

う
き
せ

た
と

も
解

さ
れ
な
く

は

な

い
が
、

し

か
し
、
更

に
立

ち
入

つ
て
能

の
演
出

方
法

を
考
察

し

て
見

る
と
、

そ
れ

は
必
ず
し

慈
舞

鏖

吟
構

造

に

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
へ　　も　　も　　へ

限

定

さ
れ

て
さ

う

い
つ
力
結

果

に
な

つ
抛

の
で
は
な

く
、

反
對

に
、

能

の
構
成

そ

の
物

が
場

面

の
展
開

に
對
し

て
は

奔

放

自
由

な
演
出

法
を
要

求
し

控

の
で
、
却

つ
イ
し
能

の
方
が
舞
臺

の
構

造

を
限

定

し

て
、
開

放
的
な

が
ら

ん
と
し

尢

　
　

　
　

・艶
…の
紙頻
}織
展
㎜開
冖法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L　
　
　
　
　
　
　
　
　

-　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
瓢M

'

「



筆
气　
　
　
　
　
　
撥

の
臓爆
颪
展
開
漉
[　
　
　
　
　
　
　
　

.、
コ.　

・　

-　
　
　
　
　
　

,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.
貞↓五
四
冖　
　
　
　
　
　
　
　

-;

も

の

に
し

π
と
竜
見
ら

れ

る
。

そ

の

こ
と

は
、

ま

カ
、

能

舞
毫
建

造

の
歴

史

の
上

か
ら

菊
立
證

さ
れ
得

る
。

能
舞
蠱

が
今

口
見

る
が
如
き

形
式

に
完

成

さ
れ

控
の
は
、

明
確

に
は

わ
か

つ
て
ゐ
な

い
け
れ
ど

も
、

多
分
室

町

時
代

の
末
葉

或

ひ

は
桃
山

時
代

で
あ

つ
控
だ

ら

う
と
推
定

さ
れ

る
。

し

か
し
、

そ
れ
以
前

と

て
も
今

日
の
形
式

と

ひ
ど
く
飛

び
離

れ
た

構

臨廻
を
持

つ
て
ゐ
た
と

は
考

へ
ら

れ
四な

い

(
橋

掛

の
接
兇骨
形
式

に

つ
い
て
は
宵
畑正
五
年

』糺
河
原
幅
捌
進
一猿
樂

の
瞬圃

面
等

が

問
題

を
提

供

す

る
が
そ

れ
と

て
も
見
物

席
が
舞

皇

を
包
圍

す

る
點

に

つ

い
て
は
却

つ
て
今

ロ

の
構
造

よ
う
も

徹

底

し

て
ゐ
控
)

が
、

い
つ

れ
に
し

て
も
、
能
舞

鏖

の
完

成

は
能

の
完
成

よ
り
も
後

れ

て
ゐ
た

の
は
事

實

で
あ

る
か

ら
、

能
そ

の
物

が
舞

臺

の
構

造

を
限
定

し
カ
と

考

へ
る
こ
と

は
不
合
理

で

は
な

い
。

言

ぴ
換

へ
れ
ば
、

能

舞
毫

は
今

　
　

　
　

　
　

も　　ヘ　　へ

日
見

る
が

如
き
が
ら

ん
と

し
抛
開
放

的
な
構

造

で
な
け

れ
ば
、

そ

の
上
で
能

は
演
じ
ら

れ
な

い
、

と

い

つ
授
や

う
な

釈
態

に
能

は
初

め
か
ら

構
成

さ

れ
て

ゐ
控
の

で
あ

る
。

・

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

4

　

そ

の
こ
と
を
も

つ
と
よ

く
理
解

し
得

る
や

う
に
、

能

の
完

成

の
初

期

に
作
ら

れ
抛
作
品

の

一
つ
に

つ

い
て
、

演
出

の
實

際

上

の
場

面
展
開

法
を
説

明
し

て
見
よ

う
。

乳

一
一

無

　
じ
　
ム
ん
こ　
じ

『
自
然

居
士
』

に

つ
い
て
見

る
こ
と

に
す

る
。

こ

の
曲

は

『
五
音
』

下
卷

に
世

阿
彌
が

「
亡

父
曲
し
と

し

て
舉

げ

て
ゐ

る
如

く
、

觀
阿
彌

の
作

晶

で
あ

つ
控

の
を
、

'



世

阿
彌

が
詞
章

曲
節

に
整

埋
を
加

へ
て
現
行

の
形

に
改

め
た
も

の
で
、

應
永
年

中

に
は
す

で
に
ム
「
日

の
演

出
法

が
成

立

し

て
ゐ
た
も

の
と
思

は
れ

る
、

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

ち
ゆ
う
のま
ひ
　
　ぐ
ぜ
ま
ひ
　
　
さ
さ
ら
の
ま
ひ
　
　か
つ
こ
の
ま
ひ

　

種
類

は
四
番

目
物

の
中

で
遊

狂
物

の
部

類

に
屬

し
、

シ
テ

の
中

舞
、

曲
無
、
簓

舞

、
羯
鼓
舞

が
あ

わ
、

一
見

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

か
つし
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん
こ
　
じ

藝

づ
く

し

の
觀

が
あ

る
が
、

筋

は
自
然

居

士
と

呼
ぶ

喝
食

の
青
年

が
、

東

山
雲
居

寺
造
營

の
寄
進
勸

誘

の
疫

め

一
七

日

の
説
經

を
續

け

て
、

漸

く
結
縁

の
日

に
な

つ
力
時
、
突

如
と
し

て
煽
情

的
な

一
事
件

が
出
來

し
カ
。

一
入

の
少
女

が

兩

親

の
追
善

供
養

の
施
物

を
調

達
す

る
π

め
に
人

買

に
わ
が
身

を
賣

つ
て
そ

の
金

で
小
袖
を
求

め
、

諷

誦
丈

に
添

へ
て
、
自
然

居

士
説
經

の
場

に
持

つ
て
來

る
と
、

其
處

へ
、
脱

け
出

し
控
少

女

の
後

を
遭

つ
て
搜

し

に
來

π
二
入

の

人

買
が
闖
入

し
、

寺
男

が
遮

つ
カ

に
も
拘
ら

ず
少
女

は
蓮

れ
去
ら
れ

る
。
そ

れ
を
聞

い
て
自
然
居

士

は
説

經

を
中
止

し
、

少
女

の
供

ヘ
カ

小
袖

を
持

つ
て
入

買

の
後

を
追

ふ
。
追

ひ
つ

い
カ

の
は
大
津

附
近

の
湖

畔
で
あ

つ
カ
。
3人

買
舟

は

少
女

を
乘

せ

イし
岸

を
離

れ
カ
ば

か
夢

の
と

こ
ろ

で
あ

つ
た
が
、

自
然

届

士
は
舟

を
引
き

留

め
て
、

小
袖

を
投

げ
返

し

、
少
女

の
身

柄

を
取

6
庚

さ
う
と
要

求
す

る
。

入

買
は

拒
絶
す

る
.

論
爭

の
末
、

少
女

は
身

を
賣

つ
て
供
養

の
小

袖

を
買

つ
カ

の
だ

か
ら
、

小
袖

と
身

柄

の
交
換

は
妥
當

な
取
引

で
は
な

い
か
と

い
ふ
自
然
居

士

の
論

法
と
熱
意

は
、

入

買

の
脅

逍

に
打

ち
勝

つ
尢
け
れ
ど
.も
、

そ

の
代

り
に
、

彼
は
少

女
を
取

り
戻

す
控

め
に
、

人
買

に

さ

ん
ざ

ん
に
な

ぶ

ら

れ

て
藝

づ
く

し
を

さ
せ
ら
れ

る
犧
牲

を
拂

は
な
け

れ
ば
な
ら

な

か

つ
カ
。

　

き
う

い
つ
力
相
當

に
複
雜

な
事
件

を

一
幕

物
と

し

て
演

出
す

る
の
で
あ

る
か
ら

、
場

面

の
轉
換

は
最

も
重
要

な
條

　

　

　
　
　
亠能
の
揚
面
冨騰
一開
一法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ご
血
五

●



　
　

　

　

蝕
胆の
場
面
屡
冖開
法
　
　
　
　
　ゴ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齟　
ご
菰
山ハ

件

と

な

る
。

そ

れ
を
登
揚
人

物

五
人

・
序

破
急

五
段

の
構

成
と

睨
み
合

は
せ

て
辿

つ
て
見

る
と
次

の
如

く
で
あ

る
。

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

ぐ
ち
あ
け

　
序

の
段

は
都
東

山

・
雲

居
寺

・
読
經

の
場

で
、

嚢

づ
門
前

の
寺

男

(
ア

ヒ
)

が

口
闘

の
シ
ャ

ベ
リ

を

し

て
読
經

者

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

か
つ
し
き
か
ツ
ら
　
か
つし
き
　
　
お
も
て

を
呼

び
出

す
と
、

説
經
者

な

る
自
然

居

士

(
シ
プ
)

は
喝
食
鬘

に
喝
食

の
面

を
懸

け
、

水
衣

・
臼

大

口

.
掛

絡

の
扮

裝

で

、
數

珠
を
持

つ
て
登

場
し
、

舞
鑾

に

入
う
、

大

小
前

で
床
儿

に
掛

け

る
と
、
舞
臺

は
雲
居

寺

の
堂

内
・と
な
り
、
　

.

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

轟

床

几

は
説

經

の
高
座

と
假

定

さ
れ

る
。

　

自

然
居

士

が
發
願

の
鉦

を
打

ち
鳴
ら

し

て

『
般

若
心
經
』

を
讀

誦
し

て

ゐ
る
と
、

髯

を
鬘

帶

で
結

は

ひ
て
小
さ

い

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ふ
　
じ
ゆ
も
ん
　
　
ふ
み

唐

織

を
着

流

し
に
着

力
少
女

(
子
方
)

が
、
疉

ん
だ

小
袖

に
諷

誦
文

(
文
)

を
持

ち
添

へ
て
登

場
し
、
,
橋

掛

}
の
松

に
出

で
立

つ
。
堂

の
入

口
に
立

つ
疫

わ
け

で
あ

る
、
そ

れ
を
見

♂し
寺
男

は
舞
肇

か
ら
橋

掛

へ
行
き
、

少

女

の
手

か
ら

そ

の
品

物
を
受

け
取

り
、

少
女

を
ば
堂
内

の
片

隅

(
目
附
柱

の
き

わ
)

に
坐
ら

せ

て
、
諷

誦
交

を
自
然

居

士

に
渡

し
、

小
袖

を
高
座

の
前

に
砿
ろ
げ

て
、

自
分

は
狂
言
座

に
く

つ
ろ
ぐ
。

自
然

居
士

は
渡

さ
れ
た
諷
誦

文
を
讀

み
上
げ

る
と
、

少
女

の
孝
養

捨
身

の
心
事

は
自
然

居

士
と
滿
堂

の
鐚
衆

(偶
想
)

に
同
情

と
戚
激

を

起
さ
せ

る
。

そ

の

こ
と

は
地
謠

の
合

唱
歌

で
敍
逋

さ

れ

る
。

　

事

件

は
す
ぐ

破

の
段

に
移

る
。

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

ひ
と
あ
　
ぴ
と

　

合

唱
歌

の
終

る
か
終
ら

な

い
う
ち

に
、

東
國

の
入
商

人

(
ワ
キ
)
が

仲
間

の
者

(
ワ
キ
ヅ

レ
)

と

つ

れ
だ

つ
て
、

　
　

　

　
　

ち
さみ
が
ニな

素

袍

上
下

に

小

刀

を
さ
し

!し
寮
場

し
、

橋

掛

一
の
松
と

三

の
松

(芋

の
堂

の
附
近
と
想

定
し

て
よ

い
)

に
立
ち
、



読

經

の
場

に
集

寰

つ
て

ゐ
る
聽

衆

の
中

を
搜

し

て
見

よ
う

で
は
な

い
か
と
相
談

し
、

入
れ
代

つ
て
仲

間

の
者
が
先

に

立

ち
、

入
商

人
は
そ

の
後

に

つ

い
イし
舞
毫

に
入

る
。

堂
内

に
闖

入
す

る

の
で
あ

る
。

仲

問

の
者

は

い
き

な
り
少
女

を

引

つ
立

て
る
。

寺
男

が
狂
言
座

か
ら
走

り
出

て
そ

れ
を
遮

ら

う
と
す

る
。

入
商

入
が

小
刀

に
手

を
か

け

て
寺
男

を
脅

逍

す

る
。

寺
男

は
怖

れ

て
あ
き

ら

め

る
。

入
商
入

と
仲

間

の
者

ぱ
少
女

を

つ
れ

出
し

て
、

後

見
座

に

く

つ
ろ
ぐ
。
(
く

つ
ろ
ぐ

こ
と

は
演
伎

の
場

面

の
外

に
淌

え
去

る
こ
と
を
意

味

す

る
。
)

　

寺
男

は
自
然

居
士

の
前

に
出

!し
・今

の
出
來
事

を
報
告

す

る
。

傷
.然
居

士

は
、

買

ぴ
取

つ
力
者

を

つ
れ

去

つ
た
人
商

入

の
行

動

に
は
理
窟

が
逋

つ
て

ゐ
る

の
で
寺
男

に
委
せ

て
置

い
て

は
だ

め
だ

と
知

り
、

自
分

で
小
袖

を
持

つ
て
行

つ

て
少
女

の
身
柄

を
取

ら
戻

し
て
や
ら

う
と
決

心
し
、

読
教

を
中

止
し

て
人
商
入

の
後

を
追

ふ
、
寺

男

は
小
袖

を
疉

ん

で

自
然

居
士

の
肩

に
か
け

る
、

自
然
居

士

は
、

こ
れ
も

佛
道

修
行

の
疫

め
だ

か
ら
身

を
捨

て
て
入

を

助

け
よ

う
と
、

橋

掛

の
方

へ
行

く
、
寺

を
出

て
大
津

松
本

の
方

を
さ

し

て
行

く
心

で
.

場
面

は
都

か
ら
琵
琶

湖
眸

に
移

る
。

ー

1
以

上

破

の
前
段

、

　

そ

の
間

に
人
商
人

は
右
肩

を
脱

い
で
、
仲

問

の
者

と
少
女

を

つ
れ
て
脇
座

に
出

♂し
、

少
女

を
ぱ
自

分

と
仲
間

の
者

と

の
問

に
坐

ら
せ
、

右
手

に
棹
を
持

つ
!し
立

つ
。
舟

に
乘

つ
て

こ
れ

か
ら
急

い
で
湖
水

を
横
斷

し
よ

う
と

す

る
の
で

　

　
　
　

　
　
　

　

い
つせ
い

あ

る
。

そ

の
心
持

は

一
聲

で
謠

は
れ

る
。

そ

の
調
子

を
受

け
て
、

橋
掛

に
立

つ
て
ゐ

る
自
然
居

士
は

扇

を
開

い
て
さ

し

招
き

、
遙

か
に
遠

く
舟

を
呼
び
留

め
る
。

呼

び
留

め

て
お

い
て
自
然
居

士

は
舞

臺

に
入
う
、

入
商

入

も
舟
を
漕

ぎ

　

　
　
　

能
の
幾
厮
展
露
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
戴
七

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

一

　

　
　
　

　
　
　

　

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重



　
　
　
　

饑
の
猫
癒
鍵
開
渝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
八

戻
し
、
あ
は
ひ
間
近
に
な
つ
て
問
答
と
な
ゲ
、
自
然
居
士
は
證
經

の
道
場
を
荒
ら
さ
れ
π
交
句
を
言

ひ
に
來
た
の
だ

と

い
つ
て
、
安
づ
小
袖
を
渡
す
ぞ
と
舟
の
中

(
と

い
つ
て
も
作
物
も
出
し
て
な

い
の
で
入
商
人

の
足
も
と
)

に
投
げ

わ
カ
し
、
大
口
の
袴

の
裾
を
か

い
と
つ
て
、
ざ
ぶ
ざ
ぶ
と
汀

の
波
の
中
を
渉

つ
て
行
く
體

で
、
舟
縁
に
手
を
か
け
て

引
き
留

め
る
仕
型
を
す

る
。
次
の
瞬
間
に
は
舟
に
乘
う
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
入
商
入
は
憤
慨
し
て
棹
を
振
り
上
げ

尢
が
、
法
衣
を
纒

つ
力
者
を
打

つ
こ
と
を
避
け
て
、
こ
れ
も
貴
樣

の
カ
め
だ
と
少
女
を
さ
ん
ざ
ん
に
打
擲
す
る
ゴ

少

女
は
繩
で
縛
ら
れ
、
猿
轡
を
嵌

め
ら
れ
て
ゐ
る

(假
定
)

の
で
、
打
擲
さ
れ
て
も
聲
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

自
然
居
士
は
そ
れ
を
慰
め
て
、
今
に
つ
れ
て
歸

つ
て
あ
げ
る
か
ら
安
心
し
な
さ

い
と
言
ひ
聞
か
せ
る
。

　
場
面
は
舟
の
中
に
移

る
。
入
商
入
と
自
然
居
士
の
問
答

の
つ
づ
き

で
あ

る
。
入
商
人
は
自
然
居
士
に
舟
か
ら
下
う

ろ
と

い
ひ
、
自
然
居
士
は
少
女
を
貰

ひ
受
け
よ
う
と

ψ
ふ
。
小
袖
を
や

つ
禿
か
ら
損

は
行
く
ま

い
と

い
ふ
の
が
理
由

で
あ

る
。
人
商
入
は
、
少
女
を
ば
渡
し
尢
い
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
の
問
に
は

}
度
買
ひ
取

つ
力
者
を
ば
返
さ
な
い
と

い
ふ
掟

が
あ

る
と

い
ふ
と
、
自
然
居
士
は
、
な
る
ほ
ど
尤
も
だ
が
、

わ
れ
わ
れ
の
問
に
も
身
を
賣

つ
控
者
に
出
逢
つ

て
助
け
ら
れ
な
け
れ
ば
二
度
と
庵
室

へ
は
歸
ら
な
い
と

い
ふ
掟
が
あ

る
か
ら
、

こ
の
者
と

『
緒
に
奧
州
ま
で
下
つ
て

竜
よ

い
、
と
に
か
く
舟
か
ら
は
下
う
な

い
、
と

い
ひ
張
る
。
舟
か
ら
下
6
な
け
れ
ば
殺
し
て
し
ま
ふ
ぞ
、
と
入
商
入

は
脅
逍
す

る
。
殺
さ
れ
て
慈
舟
か
ら
は
下
り
な

い
、
と
自
然
居
士
は
兩
手
を
大
き
く
打
ち
合
は
せ
て
ど

つ
か
と
安
坐

す

る
。



　

人

商

入

と

仲

間

の

者

は

自

然

居

士

を

も

て

あ

変

し

た

の

で

、

善

後

策

に

つ

い

て

内

相

談

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

'な

つ

カ

。

今

ま

で

の

位

麗

を

離

れ

て

大

小

前

に

行

き

、

向

か

ひ

合

つ

て

立

つ
。

舟

か

ら

出

て

陸

に

上

つ

控

心

持

で

あ

る

。

二

人

の

對

話

は

も

ち

ろ

ん

自

然

居

士

に

は

聞

こ

え

な

い

一
種

の

傍

白

で

あ

る

。

相

談

の

結

果

、

自

然

居

士

に

奥

州

娑

で

つ

い

て

來

ら

れ

て

は

、

入

を

買

ひ

あ

ぐ

ん

で

読

經

者

を

買

つ

て

歸

つ

控

と

笑

は

れ

て

も

こ

ま

る

か

ら

、

玉

は

返

さ

な

く

て

は

な

る

ま

い

が

、

控

だ

返

す

の

も

癪

だ

か

ら

、

う

ん

と

自

然

居

士

を

弄

ん

だ

上

で

返

さ

う

、

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

。

ー

1

以

上

破

の

中

段

。

　

そ

こ

で

場

面

は

陸

の

上

と

舟

の

中

の

問

答

に

な

る

コ

入

商

入

は

陸

の

上

に

立

ち

、

自

然

居

士

は

舟

を

占

旗

し

て

ゐ

る
。

入

商

入

は

自

然

居

士

に

陸

へ
上

れ

と

い

ひ

、

自

然

居

士

は

迂

濶

に

は

舟

か

ら

下

う

な

い
と

い

ふ

。

迂

濶

格

何

も

あ

る

慈

の

か

、

船

頭

が

陸

に

上

つ

て

る

で

は

な

い

か

、

と

人

商

入

が

い

ふ

と

、

自

然

居

士

は

や

つ

と

立

ち

上

つ

て

、

舶

頭

ど

ん

の

顏

色

が

直

つ

カ

な

、

と

い

ひ

、

入

商

人

は

、

直

る

も

の

か

、

と

、

地

謠

座

前

へ
行

く

。

　

此

處

で

場

面

は

全

く

陸

の

上

へ
移

わ

、

演

伎

と

し

て

最

も

重

要

な

段

階

に

入

る
。

　

入

商

入

は

、

仲

間

の

者

が

居

士

は

舞

の

上

手

だ

と

い

ふ

か

ら

一
つ

舞

つ

て

見

せ

て

も

ら

ひ

カ

い
、

と

要

求

し

、

い

や

が

る

自

然

居

士

に

烏

帽

子

を

渡

す

。

物

着

と

な

つ

て

、

笛

座

の

前

に

く

つ

ろ

い

で

折

烏

帽

子

を

被

溢

自

然

居

士

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ち
ゆ
う
の
ま
ひ

常

座

に

出

て

、
　

「
志

賀

辛

崎

の

一
つ

松

、

つ

れ

な

き

入

の

心

か

な

」

と

謠

ひ

、

ま

つ

中

　

舞

を

舞

ふ

と

、

人

商

人

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぐ
ぜ
ま
ひ

舞

が

短

く

て

見

足

う

な

い

と

い

ふ

。

そ

れ

で

は

つ

い

で

に

舟

の

曲

舞

を

舞

は

う

と

い

ふ

ご

之

に

な

る
。

そ

の

曲

舞

の

　

　

　

　

　
ユコ　　シ　　ロのフ　ゆヨ
　コおりぞ　　
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窟

¢
瘍

種
厘
瞬
継
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
オ



　

　
　
　
　
能
の
場
面
門展
開
冖法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
六
〇

中

に
龍
頭

鷁
首
と

い
ぷ
文

句
が
あ

つ
π
の
を
、
入
商

人

は
自
分

の
舟
を
祝

幅
し

て
く
れ

控
と
取

つ
て
喜

び
、

つ
い
で

　

さ
さら

に
簓

を
擦

つ
て
見

せ

て
格
ら

は

う
と

い
ひ
簓

の
段

と
な

る
。
簓

と

い
つ
て
も
、

そ

の
揚

に
樂

器

の
用
意

は
な

い
か
ら
、

數

珠
を
扇

の
骨

に
擦

わ

つ
け
て
簓

に
見
立

て
て
の
仕
ぐ

さ
で
あ

る
。

自
然
居

士
は
、
簓

を
擦

る
よ

わ

も
手
を

擦

つ
て

拜

む

か
ら
、

こ
れ

で
も
う

助
け

て
格
ら

ひ
カ

い
、

と

い
ふ
と
、

入
商

入

は
、

そ
れ

で
は
少
女

は
返

し

て
や

る
か
ら
」

　

　
　
　
　

　
　

か
つ
こ

と

て
菊

の
こ
と

に
羯
鼓

を
打

つ
て
見

せ

て
も
ら

は
う
、
と

要
求
し

、
自
然
居

士

は
な

ぶ
ら

れ

つ
い
で

に
羯
鼓
を
舞

は

う

と
決

心
し
、

痩

力
笛

座

の
前

に
く

つ
,ろ

い
で

二
度

目

の
物
着

と
な

り
、
水

衣

の
肩

を
上
げ
、

羯
鼓
を

腰

に
附
け
、

舞

臺

正
面

に
出

て
、
「
竜
と

よ
う
鼓

は
波

の
音
」

と

羯
鼓

舞
を
舞

ふ
。
!

ー

以
上
破

の
後
段
。

　

最
後

の
急

の
段

で
は
、

數
數

の
忍

辱

の
奉

仕

の
報
償

と
し

て
自
然
居

士

は
少
女

を
舟

の
中

か
ら

誘

ひ
出

し
、

共
に

蓮

れ
亠此
つ
て
都

へ
繭歸
つ
て
行

く
。

　

(右

は
上

掛
諸
流

の
演
出
法

に
據

つ
て
説

明
し

た

の
で
あ

る
が
、

下
掛
諸
流

の
演

出

の
場
合

は
序

の
段

の
初

め
に

ワ

キ
入
商

入

が
登
揚

し
て
名
宣

を

い
ふ

こ
と

に
な

つ
て
ゐ

る
。
)

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

も　　リ　　へ

　

こ

の
説
明

に
よ

つ
て
、

讀

者
は
開

放
的
な

が
ら

ん
と
し

控
能

舞
鏖

も
、

そ

の
上
で
充
實

し

力
演
伎

が

展
開

さ
れ

る

　

　
　
　
　

　
　
　

も　　　も　　　へ

と

、

そ

の
開
放

的

で
が

ら

ん
と

し
カ

こ
と
が
少

し
竜
氣
が

か
り

に
な

る
も

の
で
な

い
の
を
想
像

し
得

る
で
あ

ら
う
。
,

否

、
氣

が

か
り
に
な
ら

な

い
ど

こ
ろ

で
は
な

く
、

背
景

や
大
道

具

の
装

置
が
な

い
か
ら

こ
そ
潮
、つ
て
場

面

の
展
開
も

自

由

に
敏
速

に
行

は
れ
得

る
の
に
氣

が

つ
く

で
あ

ら

う
。

も

し
娑
力
背
景

や
大
道

具
を
装
置

し
よ
う
と

し

て
格
、
揚

.

雷



面

の
問
斷

な
き

變
化

を

必
要

と
す

る
曲
に
於

い
て
は
、

装
置

の
時
間
的

餘
裕

を
許

さ
な

い
で
あ

ら

う
し

、

反
對

に
、

場
面

の
變
化

の
少

い
曲
に
於

い
て
は
、

初

め
か
ら
背

景
や
大
道

具

の
裝
置

を
否
定

す

る
意
向

が
あ

つ
尢

か

も
知

れ
な

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

　

　
　

　
や　　へ

い
。

い
つ
れ

に
し

て
竜
、
能
舞

臺

の
場

面

の
變

化

は
、
　
『
自
然
居

士
』

の
例

で
見

る
が
如

く
、
登

場
し

て
ゐ

る
役
者

も
　
　
も
　
　
わ
　
　
め
　
　
む
　
　
ぬ

の
位
置
の
變
更
を
主
要
條
件
と
す

る
こ
と
が
多

い
の
で
あ

る
か
ら
、
背
景
的
装
遣

の
こ
と
な
ど
は
問
題
に
し
な
く
と

も
よ
い
の
で
あ

る
。

一
一
一

"
L

　

役

者

の
舞

臺
上

の
位
置

が
場

爵

の
變
化

を
揺
示
す

る
重

要
な
條

件
と

な

る
に

つ

い
て
、

同

時
に
考

へ
て
見

な
け
れ

　

　

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

も　　ぬ　　も　　も　　で　　も

ば

な

ら

な

い
こ
と

は
、
能

に
於

け

る
行
動

の
表
現

法

で
あ

る
。

能

は
、

大
を

か
に
見

て
、

一
種

の
提
示

藝

術

で
あ

る

こ
と

に
相

違
な

い
け
れ
ど

も
、

そ

の
成

立

の
根
本

動
.機

を
擇

ね

て
見

る
と
、
初

め
か
ら

相
異

な

る
一
一
つ

の
動
機

を
包

　

　

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

も　　　も　　も　　も　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　へ　　ぬ　　ヘ　　へ

有

し

て
ゐ
妥
。
　
『.
つ
は
耳

に
訴

へ
る
音
曲

的
動
機

と
、
今

一
つ
は
.目

に
訴

へ
る
行

動

的
動

機

添丶

こ
の

二

つ
が
巧

み

に
調

和

を
保

つ
て

}
つ

の
完
全

な
演
伎

を
作
り
出

し

て
ゐ

る
も

の
と
、

ま
π
、

こ

の
一
一
つ
の
中

の

　
つ

が
異

歌

に
際

だ

つ
て

一
面
的

な
演
伎

と
な

つ
て

ゐ
る
も

の
と

の
匿

別
が
あ

る
。

さ
う

し

て
後

者

の
中

に

は
、
晉

曲
的

演
伎

と
も

い

ぷ
べ

き

も

の
と
行

動
的
演

伎

と
も

い
ふ
べ
き

も

の
が
細

刷
さ

れ

る
か
ら
、

全
般

的

に
見

て
、
能

に
は
、

音

曲
的
演
伎

と
し

て

の
能

と
、

行
動

的
演
伎

と
し

て

の
能

と
、
及

び
、
暑

曲
的
要
素

と
行

動
釣
要
素

の
調

和
し

力
演

伎

と
し

て

の

　

　

　

　

能
の
場
爾
展
購
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
畑



　
　
　
　

艶
の
鋤
癒
展
闘
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
六
二

能
と
、
以
上
三
形
態
が
あ

る
わ
け
で
あ

る
。

實
例
に
つ
い
巓

萋

物
を
擧
げ
霓

る
と
、

『
薦

鏨

」
と
か

激

罷

鴦
』
ど
か

『
馨

』
と
か
は
　晶

的

な
能

で
、

い
つ

れ
も
舞

と

い
ふ
も

の
が

な
く

(『
源

氏
供
養
』
だ

け
に

は
破

の
段

に
短

い
イ

α
エ
は
あ

る
け

れ
ど

も
)
。、

ロ　
　
　
　
　
　
　
　
へ　
　
ち
ぬ
な
ジ
ハコ
　
　
　し　
ワ
ノ
　
サ　
も　て

ヨ　
め　
　
　
ラ
　
　
　
　し　
ハ　
ね　
　
　
　
じ
オ

ら　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　さ　
　
　
　
ド
あ
　
　
ハ　
　
　
　
　
　
ア

　
　
　
サ　
し
　　
　
　
　
　
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

そ
¢
く
ゼ
澄
壌
込
勃
は
拝
當

¢
込
籔
を
汢
す
も
の
慈
あ

る
ガ
者
曲
鄭
、敍
述
に
對
し
て
挿
繪
の
如
き
役
目
を
す
る
に
過

ぎ
ず
、
行
動
が
極
め
て
乏
し

い
か
ら
、
主
題
的
情
緒
は
殆
ん
ど
す
べ
て
音
曲
を
以

つ
て
表
現
さ
れ
る
や
う
に
出
來
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ
づ
じ
や
う
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
やぐ
ぼ
や
う

ゐ
る
。
次
に
行
動
的
な
能
と
し
て
は
、
「
道
成
寺
」

が
あ
り
、
『
石
　
橋
」
が
あ
わ
、
ま
カ
、
現
在
物
の
中
で
謂
は
ゆ

　
き
り
ぐ
み
も
の

る
切
組
物
は
大
概
皆

こ
の
部
類
に
屬
ず

る
。

そ
れ
等
の
曲
に
於

い
て
も
、・
昔
曲
は
必
ず
し
竜
無

靦
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

は
な

い
け
れ
ど
も
、
昔
曲
よ
う
竜
行
動

の
方
に
遙
か
に
強
く
興
味
を
惹
か
れ

る
や
う
に
出
來
て
ゐ
る
の
が
特
長
で
あ

る
。
す
べ
て
暑
曲
は
量
的
に
も
質
的
に
毛
合
唱
部

(
地
謠
)
に
よ
つ
て
最
も
多
く
擔
當
さ
れ
、
行
動
は
も
ち
ろ
ん
役

者

(
殊
に
シ
プ
)

に
よ
つ
て
擔
當
さ
れ
る
か
む
、
晉
曲
的
な
能
は
合
唱
部

の
能
と
い
つ
て
も
よ
ー
、
行
動
的
な
能
は

當
然
役
者

(
殊
に
シ
テ
)

の
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
能

の
す
べ
て
の
種
類
を
通
じ
て
傑
作

・
佳
作
と
し
て
賞
美
さ
れ

る
物

の
多
く
は
晋
曲
と
行
動
が
巧
み
に
調
和
さ
れ
力
竜
の
で
、
能
本
來
の
目
的
は
そ
の
調
和
を
ね
ら

つ
力
竜

の
で
あ

つ
尢
こ
と
は
言
ふ
衰
で
慈
な

い
。
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
,

　
と
こ
ろ
が
、
音
曲
と
行
動
と
調
和
の
取
れ
尢
能
の
中
に
慈
、
更
に
仔
細
に
檢
討
し
て
見
る
と
、
比
較
的
音
曲
的
動

機
の
張

い
も
の
と
比
較
的
行
動
酌
動
機

の
張

い
格
の
と

の
颪
別
が
立
て
ら
れ

る
。
前
者
は
幽
玄
成
分
が
主
調
と
な
つ



て

ゐ

る
も

の
に
見
ら

れ
、
後

者

は
物
眞

餅

を
建
前

と
し
π
も

の
に
見
ら

れ

る
。

作
者

に

つ

い
て
見

る
と

、

世
阿
彌

と

彼

の
影

響

の
も
と

に
作
能

し
力
元
雅

・
禪

竹
等

の
作

品
に

は
音

曲
的
動

機

の
張
く
現

れ
控
幽
玄

的

の
毛

の
が
多
く
、

觀

阿
彌

・,佐
阿
彌

・
宮
増
或

ひ
は
後
代

の
小
次
郎

・
彌

次
郎

等

の
作

晶
に

は
行

動
的
動

機

の
目
だ

つ
物

眞

似
本
位

の

も

の
が
多

い
。

時
代

に

つ

い
て
見

る
と
」
大

和
猿
樂

は
元
來

物
眞
似

の
基
礎

に
立

つ
て
發

足
し
た
舞
藁

藝

術
で
あ

つ

尢

か
ら
、
創

始
時
代

の
觀

阿
彌

に
は
物
眞
似

本
位

の
行

動
的

作
晶
が

多

か

つ
た
が
、

世
阿
彌

が
幽
玄

主
義

に
よ

つ
て

能

を
典
麗
優

雅
な
舞
臺

藝

術
と
し

て
飾

う

立

て
る
努

力
を

し
て
以
來
、

し

ば
ら

く
は
そ

の
行
き

方
が
風

靡

し

て
ゐ
π

け

れ
ど

も
、

時
代

の
推
移

と
共

に
複

維
な
劇

的
興
味

に
訴

へ
る
要
求

が
強

く
な
う
、

小
次
郎

・
彌
次
郎

に
よ

つ
て
代

表

さ
れ

る
革

新
遐

動
が
起

つ
て
後

は
ま

安
物

眞
似
本

位

の
行
動

的
作

品
が
喜

ば
れ

る
や
う

に
な

つ
控
。

し

か
し
、

そ

の

時
は

す
で

に
世

阿
彌

の
幽
玄

主
義

が
表

現

の
本
質

的
基
準

と
し

て
確

立

さ
れ

て
ゐ
カ

の
で
、、
い
か
ほ

ど

物
眞
似

本

位

の
行
動

を
強
調

し

て
も

全
然

そ

の
影

響

か
ら
脆

鄰
す

る
こ
と
は

で
き

な

か

つ
た
。

の
み

な
ら
ず
、
次

第

に
能

を
古

典

覦
す

る
傾
向

の
で
き

力
後
代

の
演

出
者

に
は
、

古

い
作
品

を
格
新

し

い
作

品
を

も
す
べ

て

}
樣

に
幽

玄

主
義

を
以

り

て
統
制

し
よ
う

と
す

る
意

洵
が
強

く
働

い
て

ゐ
た
と
見

え

て
、

恐

ら

く
昔
は

も

つ
と
多
様
性

が
現

れ
て
ゐ
カ
か
と

思

は
れ

る
が
、
近
代

ぱ

一
律

に
樣
式
化

さ

れ
て
今

日
に
及

ん
で

ゐ
る
。

　

　
　

　
　
　

　

も　　へ　　も　　　ヘ　　へ　　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ　　　コ

　

だ

か
ら
、

能

の
行
動

の
表
現
法
と

い
つ
て
も
、

そ

の
こ
と

を
考
慮

に
入

れ
て

か
か
ら

ね
ば

な
ら
な

い
が
、

押

し
な

　

　
　

　
　

ヘ　　へ　　も　　め　　ぢ　　や　　へ　　も

ぺ

て
そ
れ

は
樣
式

化

さ
れ
た
寫
實

で
あ
う
、

寫
實

と

い
ふ
こ
と
を

は
犧
牲

に
し

て
竜

能

で
は
樣
式

を
奪

重

す

る
と

い

　

　
　

　

徽
騨の
燥
烈鱗
羆
軌嬲
岡法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ご
六
網識



　

　
　

　

鴿胛
の
糧鵬
藩隅展
鬣
褓法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　繍補ゐハ
棚H

ウ
尢
傾
向

が
あ
参
.
樣

式
尊

重

の
根

本

は
幽
玄

主
義

か
ら
來

て

ゐ
る

の
で
あ

る
か
ら
、

慈
し

幽
玄

の
情

緒

を
損

な
ふ

㎞催
れ
が
あ

る
と
見

れ
は
行
動

は
李
氣
一に
省
略
一さ
れ

る
と

い
ふ
や
う
な

こ
と

き

へ
珍
ら
し

く
は
な

い
。

　

　
　

　
　
　

ぱ
ご
ろ
せ

　

控
と

へ
ば

『
朋

衣
』
(
世
阿
彌

作
)

の
急

の
段

で
は

シ
テ
'
の
天
人

が
舞

を
舞

ひ
終

つ
て
天
上
す

る
と

い
ふ
敍
述

が
あ

る
が
、

天
入
が

朋
衣
を
浦

風

に
沁
な

び
か
せ

て
、

三
保

の
松

原

か
ら

天
翔

け
6
、

愛
鷹
山

を
慈
富

士

の
高
嶺

を
も
遙

か

の
下
界

に
見

お
ろ
す

や
う
な
高

き

に
登

る
と

い
ふ

こ
と

が
、
舞

臺

の
上

の
寫
實

的
行
動

で
表

は
せ

る
竜

の
で
は
な

い
か
ら
、
演

出
者

は

シ
テ
を
橋
掛

三

の
松
あ

控
う

慶

で
行

か
せ
、
其

處

で
長
絹

の
片

袖

を
か
つ

い
て

留
拍
子

を
踏

衰

せ

る
と

か
、

或

ひ
は
、

霞

に
ま
ぎ
れ

て
清

え

て
し

ま

つ
π
と

い
ふ
本

文

の
如

く
、

そ

の
ま
、娑
揚
幕

の
内

側

へ
入
ら

せ

る

と

か
す

る
。

こ
れ
は

『
種

の
象
徴

的
表
現

法

で
、

同
じ

李
面

の
上

で
高

ざ
が
寫
實

的
に
表

は
せ

る
も

の
で
は
な

い

け

れ
ど
も
、

舞
臺

か
ら
橋

掛

の
先

嚢

で
の
距
離

の
效

果

に
よ

つ
て

「
か
す

か
に
な

り
し

行
く
行
動

の
表

現
だ
け

は
少

く
と

竜
幽
玄

的

に
は
表

は
せ

る
わ
け
で
あ

る
。

　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
あ
　
ま
ヨ

　

次
に
、

上

へ
の
高

さ

を
逆

に
下

へ
の
深

さ
と
し

て
表
現

し
な
け

れ
ば
な
ら

漁
行
動

の
例

が

『
海
入
』

(
世
阿
彌

作
)

に

あ

る
。

破

の
後
段

の

「
玉

の
段
」

で
、

シ
テ

の
海
入

の
幽
靈

が
海
底

に
沈

ん
だ
面
向

不
背

の
玉
を
取

う
に
行

つ
尢

　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ふ
か
ゐ
　
　
　
　
　
　
し
や
ぐ
み

時

の
話
を
仕

型
に

ま
な

ん
で
見

せ

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

シ
テ
ぽ

深
井

嚢
力
は
曲
見

の
面

を
掛
け
、
摺

箔

に
縫
箔

を
腰

卷

に
し

て
水

衣
を
被

力
姿

で
、

扇

を
手

に
持

つ
て
舞
臺

の
中

央
に
立
ち
、

そ

の
扇
を
短
劒

に
な

ぞ
ら

へ
て
、

波

の
中

に

飛

び
込

む
心
持

で
正
先

へ
乘

参
込
み
、

漫
漫

疫

る
水
底

を
深

く
見

下
し

て
、

途
に
龍
宮

戮
に
逹

し
、

玉
塔

を
護

る



龍

神

π
ち
と
爭

つ
て
玉
を
奪

砿
取

う
、
乳

の
下
を
掻
き

切

つ
て
そ
れ
を
押

し
込

め
、

龍

宮

で
は
死
入

を

忌

む
と

い
ふ

の

で
短
劒

を
捨

て

て
そ

の
場

に
働

れ
伏

す
形

で
、

扇
を
捨

て
て
下
に

ゐ
〆し
、

約
束

の
如

く
胴
體

に
結

び

つ
け
力
繩

を

引
く

と
、

海
上

か
ら
入
入

が
そ

の
縄

を
手
繰

う
上
げ

る
と

い
ふ
・と
こ
ろ

で
、

捨

て
力
勗

を
拾

つ
イ
し
頭

の
上

で
振

う
動

か
し

、

肌
き
上

げ
ら

れ
て
海

面
に
淨

か
び
出

る
形

ぱ
靜

か
に
立

ち
上

が

る
姿
態

で
示

さ
れ

る
。

こ
れ
は

『
朋
衣
」

の

切
よ

う
も
寫
實

的
行
動

を
多

く
見

せ

る
け
れ
ど
略
、
・
海
底

へ
潜

つ
イし
行

く
と

か
海

面

へ
淨

か
び
上
が

る
と

か

の
形
は

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

へ　
　も　　も　　へ　　や

單
な

る
暗
示

的
動
作

で
あ

つ
て
、

詞
章

の
理
解

が
想
像

を
助

け

る
の
に
待

つ
點

が
大
き

い
の
で
あ

る
。

　

行

動

が
表

現
を
詞
章

の
理
解

に
讓

つ
て
ゐ

る
例

は
能

の
多

く

の
部
分

に
見
ら

れ

る
が
、

そ

の
典
型
的

な
場
合

の

一

　
　

み
ち
ゆ
き
　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　は
ち
の
　

つ

は
道

行

で
あ

る
。
例

へ
ば

『
鉢
木
』

の
フ
キ

の
道
行

で
、
　

「
信
濃

な

る
淺

問

の
嶽

に
立

つ
煙

、
淺
間

の
嶽

に
立

つ

煙
、

を
ち

こ
ち
入

の
袖

寒

く
、

吹
く

や
嵐

の
大

弁
山
∵捨

つ

る
宀身
に
な
き

件

の
里
、
今

ぞ
淨

世
を
…離
れ
坂

、

墨

の
衣

の

碓

氷
川
、

下
す
筏

の
板
鼻

や
.

佐

野

の
わ
た
う

に
着
き

に
け
り
佐

野

の
わ
控
b

に
着
き

に
け
う
」

と
あ

つ
て
略
、

そ

れ

は
淺
問

の
煙

を
後

に
見

て
碓
氷

の
峠
を
越

え

て
碓
氷

川

に
沿

う
て
上

野

の
佐
野

に
着
く

ま
で

の
地
理

的
敍
述

を
情

緒

的

に
修
飾

し

て
あ

る
に
過
ぎ
な

い
の
で
、

寫
實

的
行
動

で
示
す

こ
と

は
困
難

で
あ

b
、

水
衣

に
笠
を

被

力
族
僧

は

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
へ　　も

舞
臺

常
座
前

に
立

つ
て
沁
だ
そ

れ
を
吟
唱

す

る
だ

け

で
、
即

ち
、
雪

も

よ

ひ
の
日

の
放

路

の
戚
懷

を
昔

曲
に
よ
つ

て

表

現

す

る
よ
り

ほ
か

に
方

法

は
な

い
の
で
あ

る
。
尤

も
、

そ

の
齢
、唱

の
途

中

で
ワ

キ
は
二
三
歩

足
を
動

か
し

た
う
、

到

着

を
示
す
僅

か
な
動

作
を
し

カ
ら
す

る
こ
と

は
あ

る
け
れ
ど

も
、
そ

れ
だ

け
で

一
口

の
行
程

を
終

つ

て
揚

面
を
展

　
　

　
　
　
能
の
胡頻
}蹴
裁
融四法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
轟ハ
五

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

尋



　
　

　
　

能
の
懴蝣}職
磁澱閲
四法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　凶一亠ハ
屯ハ

開

さ
せ

る
の
で
あ

る
か
ら

、
場

面
展
開

法
と
し

て

は
、
簡

單
と

い

へ
ば

全
く
簡

單

で
あ

る
。

そ

の
最
も

簡
單

な

喝
例

　
　

は
ん
ぢ
ょ

は

『
班

女
」

の

ワ
キ
の
第

二
の

ツ
キ
ゼ
ソ

フ
で
あ

る
。

ワ
キ
吉

田

の
少
將

は
風
折

・
長
絹

・
厚
板

・
自

大

口

の
姿

で

大

小
前

で
、
從

者

(
ワ
キ
ヅ

レ
)

と
問
答

を
終

る
と

正
面
に
直

し

て
、　

「
急
ぐ

問
程
な

く
都

に
着
き

て
候
」

の

噸
句

で

揚

面
は
忽
ち
美

濃

の
野
上

の
宿

か
ら
都

糺

の
森

へ
と

一
轉
す

る
。

　

そ
れ

は
、

し
か
し
、
能

に
於

い
て
行

動
者

と
し

て
は
第

二
位

的
職
能

し
か
與

へ
ら
れ

な

い
ワ
キ
の
場

合

で
あ

つ
て
、

主

要
な
行

動
者

シ
プ

の
場

合
と

な

る
と

さ
す
が

に
動
作

も
多

く
な
う
、
其

處

に
能

の
主
役

本
位
主
義

の
演
.出
態

度
が

5

よ

く
現

れ
て

ゐ
る

の
で
あ

る
が
、
但

し
、

そ

の
動

作

は
詞

章

の

一
句

一
句

を
情
緒

的

に
美

し

い
形

に
し

て
描
・き

出
す

こ

と
が
多

く
、
例

へ
ば
道
行

的

な
竜

の
に

つ

い
て
見

て
も
、
道
程

の
經

過
と

い
つ
尢
や

う
な

こ
と

は
殆

ん
ど
全

く
意

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

せみ
ま
る

圖

さ
れ

て
な

い
の
が
常

で
あ

る
。
　
『
蝉
丸
」

で
、

シ
ナ

の
狂
女

が

}
聲

で
橋

掛

に
出
て
、
唐

織

の
片
袖

を
脆

ぎ
下
げ
、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
あ
げ
う
た

手

に
笹

の
枝

を
持

つ
て
、

サ

シ
を
謠

ぴ
、
舞

鏖

に
入

つ
て

カ
ケ
ソ
を
舞

つ
力
後

で
、

地

の
上
歌

で
花

の

都

を
立

ち
出

で

て
蓬
坂

山

に
着

く
ま

で

の
經

過

が
描
き
出

さ
れ

る
。

加
茂

川
を
越

え
、
白

河
を

渡
り
、
粟

田
口

か
ら

松
坂

を
登

う
、

昔

朋

の
山
を
後
に
見

て
、

山
科

の
里
に
出

て
、

蓬
坂

の
關

に
辿

う

つ
く

の
で
あ

る
が
、

行
動

は
さ
う

い

つ
控
地
理

的

經

過

の
説
明
よ

わ
も
、

む
し
ろ

「
松
蟲
鈴
蟲

き

う
ぎ

り
す

の
、

啼

く
や
夕
影

の
」

と
か
、
　
「
水
も
走

う

井

の
影
見

れ

ば

、

わ
れ
な
が

ら
あ
さ
ま

し
や
」

と
か

の
詞

章

に
即

し

て
情

緒
的

表
現
を

す

る
こ
と

の
方
が

主
要

で
、

見

る
側

で
も

そ

れ
を
期

待
す

る
や
う

に
習

慣
づ

け
ら

れ

て
ゐ

る
。



や

け

れ
ど

も
、

シ
テ

の
道
行

的
詞

章

と

い
つ
て
も
憲

ヘ
ィ・
が
情

緒
的

表
現

の
動

作

を
す

る
ふ
ま

限
ら

な

い
の
は
、

一

つ
に

は
曲
柄

に
よ

つ
て
情

緒

の
表
現

の
釋
度

に
も
限
度

が
あ

う
、
ま

た

剛
つ
に

は
舞
藁

的
裝

儼

(作

物

な
ど
)

の
條

　

　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
や
　
ぐ

件

に
制

限

さ
れ

る
こ
と
竜
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
例

へ
ば

『
熊

野
』

の

シ
ナ
が
牛

車

に
乘

せ
ら

れ

て

(
ワ

キ
は
竝

ん

で

立

つ
て

ゐ
る
け
れ
ど

竜
心
持

は
同
車

の
つ
毛

う
)
、　

六
條

の
第

か
ら

清
水

の
境
内

ま

で
花

見
に

つ
れ
て

行

か
れ

る
道

中

の

描
寫

の
如
き

盗
、

下
歌

・
上
歌

に
續

く

ロ
ン
ギ

で
委

曲

を

つ
く
し

て
、
河

原
表

.
車

大
路

。
六
波

羅

.
地
職
堂

馨

の
念
佛
寺

.
六
道
の
辻

・
鳥
部
山

・
糠

堂
、ポ

安
の
塔
と
過
ぎ
て
、
清
水
門
前
の
車
穿

禽

と
ど
め
で
車

か
ら

出

る
の
で
あ

る
が
、

シ
プ
は
花

見
車

の
作

物

の
中

に
立

つ
て
ゐ

る
の
と
、

斷

え
ず
郷

里

の
老

母

の
危
篤

な
病

態

が
念

頭

に
あ

る

の
で
、

時
時

醗
替
右

に
左

に
輕

く
向

け

て
鳥
,部

山

を
眺

め
た
り
經
書

堂
を
見

疫
り
す

る
だ

け
で
、

他

に
何

等

の
動
作

を
も
見

せ
な

い
。

こ
れ
は

『
蝉

丸
』

の

シ
テ

の
如
き

狂
亂

し

て
ひ
と
わ

で
山
路

を
さ
蛮

レよ
ぴ
行
く
場

合

と
は
當
然

ち
が

つ
力
表

現

に
な

つ
て
よ

い
わ
け
で
あ

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

^

　

ま

だ

『
恩
η
ひ
さ

盛

久
」

の

シ
テ
が

捕
虜

と
な

つ
て
都

か
ら

鎌
倉

へ
引

か
れ

る
長

い
道
巾
の

如
き

も
、

下
歌

.
上
歌

。
ロ
ソ

ギ

の

}
聯

の
詞

章

の
問

で
、

松
坂

・
四

の
宮

河
原

・
四

の
辻

・
逢
坂

の
關

を
過
ぎ
、

近
江

に
入

つ
♂し
勢

田

の
長

橋

.

鏡
山

●
珈
辭

の
森

を
見
て
、
美
濃
か
ら
尾
張
に
出
て
熱

田
の
浦

・
鳴
海
潟
を
迂
廻
し
,
三
河

の
八
橋

.
遠
江
の
高
師

山

ザ
汐
見
坂

・
濱
名

の
橋
を
逋
つ
て
、
大
井
川
を
越
す
と
駿
河
で
、
宇
津

の
山

・
清
見
潟

.
三
保

の
入
海

.
田
子
の

浦
と

つ
づ
く
遘
す
が
ら
雪

の
冨
士
の
嶺
を
仰
ぎ
、
伊
豆
相
糢

の
境
な

る
箱
根
廁
を
後
に
し
て
星
月
夜
鎌
倉
に
入

つ
て

　
　
　
　

鶴
霧

舞

翻
熱
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
三
ハセ



昂

　
　
　
　

撫
刷
の
場
咄織
纏
へ隣
撃議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麁　
　
　
　
ご
山ハ
八

場
面
が
次
の
段
階

に
落
ち
つ
く
。
そ
の
道
中
の
問
、

シ
テ
は
厚
板

・
臼
大
口
に
掛
絡
を
掛
け
て
ワ
キ
ヅ

レ
ニ
人
に
輿

の
作
物
を
さ
し
か
け
ら
れ
、
後
を
ば
梨
打
烏
帽
子

・
直
垂
上
下
の
ワ
キ
に
警
固
さ
れ
イ、
族
行
す

る
形
で
、
上
歌

の
途

中
で
舞
臺
か
ら
橋
掛
幕
際
嚢
で
行
き
、
引
き
返
し
て

一
の
松
あ
π
う
で

p
ン
ギ
と
な
う
、
　
「
な
ほ
明
け
行
く
や
星
月

夜
」
と
舞
臺

に
入
つ
て
鎌
倉
に
着
く
こ
と
に
な

る
。

こ
れ
竜
作
物
と
警
固
の
者
に
取
う
圍
ま
れ
、
且
つ
最
期

の
迫

つ

て
ゐ
る
心
歌

で
あ

る
か
ら
、
名
所
を
過
ぎ
て
竜
特
に
風
雅
な
鳳
懷

の
情
緒
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
は
し
な
い
け
れ
ど

竜
、
舞
臺
か
ら
橋
掛

へ
か
け
て
大
き
く
行
進
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
道
行
的
動
作
は
却

つ
て
最
略
寫
實
的
に
示
す
こ
と

.

に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
、
前
に
述
べ
穴
役
者

の
舞
臺
上
に
於
け
る
位
置
の
變
更
が
場
面
の
展
開
を
示
す

と

い
ふ
點
か
ら

い
へ
ば
、
さ
う

い
つ
力
行
動
は
最
も
寫
實
的
に
放
行

の
行
動
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ち
。
　
　

、

四

　
し
か
し
、
能

の
行
動
は
必
ず
し
慈
場
面
展
開

の
こ
と
を
目
標
と
し
て
規
定
き
れ
て
ゐ
る
の
で
ぱ
な

い
か
ら
、
役
者

の
舞
臺
上
の
動
き
だ
け
で
場
面
と
場
面
の
區
分
が
立
て
ら
れ

る
と
は
限
ら
な

い
。
役
者

の
數
が
舞
鏖
の
上
で
殖
え
て

竜
揚
面
は
展
開
し
な

い
こ
と
も
在
う
得
れ
ば
、
役
者
は
靜
坐
し
カ
ま
ま
で
慈
場
面
は
展
開
し
カ
と
想
像
し
な
け
れ
ば

な
ら

臓
こ
と
も
在
ら
得

る
。

西
洋
の
近
代
劇

の
場
面
展
開
法
で
は
、
登
場
入
物

の
入
員
に
變
更
が
あ
る
ご
と
に
場
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ボ
　　へ

が
更
薪
す
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
對
話

を
唯

}
の
舞
臺
表
現
法
と
す
れ
ば
そ
れ
慈
不
合
理
で
な
く
受
け



取

れ

る
。

け
れ
ど

竜
そ

の
約
束

は
能

に
は
適

用

は

で
き

な

い
。
何

と

な
れ
ば
、

能

で
は
甥
話

は
そ
れ

ほ
ど

重
要

な
も

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　ヘ　　へ

の

で
な
く
、
重

要
な

慈

の
は
合
唱

歌
と
舞

踊

で
、
合
唱

殊

に
ク

セ
の
合

唱

が
音

曲
的

主
體

で
、

シ
テ

の
舞

踊
が
行

動

的

主
體

で
あ

る
か
ら
。
實

際
、

能

に
於

い
て
は
、

殆

ん
ど

例
外

菰
し

に
、
構
想

は
す
べ

て
主

要
部

の
合
唱

歌
と

シ
テ

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
も　　も　　や　　ゐ
　　ヘ　　へ

の
舞

踊
を
中

心
と
す

る
や
う

に
工
作

さ
れ

て
あ

る
の
だ

が
、

そ

の
機
構

を
支
持

す

る
の
は
序
破
急

の
法
則

で
あ

る
。

だ

か
ら

、
揚

面
展
開

法

の
根

柢
を
成

す
も

の
は
序
破
急

の
法

則

で
な

け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

　

し

か
し
.
序

破
急

の
法
則

が

い
か
な

る
歌
態

に
於

い
て
場

面

の
展
開

を
整

理
し

て

ゐ
る
か
と

い
ふ

と
、

そ

れ
は
曲

柄

に
よ

つ
て

一
樣

で
な
く
、
或

る
曲

で
は
揚

面

の
展
開

と

い
ふ

こ
と

が
あ

ま
う
際
立

つ
て
居

ら
ず
、

他

の
曲

で
は
事

件

の
進
展

と
共

に
揚

面

の
展
開

が
甚

し
く
な

る
と

い
つ
π
や

う
な
相
違

が
あ

つ
て
、
簡

單

に
要
約
す

る
こ
と

は
困
難

で

あ

る
。

序

破
急

の
法
則

の
重

要
性

を
読

い
力
世
阿
彌

自
身

で
さ

へ
竜
、

そ

の
適
用

の
方
法

に

つ

い
て
は
的
確

な

こ

と

は
示
し

て

ゐ
な

い
。

彼

は

『
能
作
書

』

を
初

め
と
し

て

『
花

修
』

(『
花
傳
書
』

第

六
)

『
花

鏡
』
『
申
樂

談
義
』

等

に

於

い
て
序

破
急

の
法
則

の
こ
と

を
原
則

的
に

は
論

じ

て
ゐ

る
け
れ
ど
略
、

そ
れ

が
能

の
各

種
類

の
構

成

を

い
か
に

統

}
す

べ
き

か
の
問
題

に

つ
い
て
は
、

唯

一
つ
の
場

合
以
外

は
な

ん
に
竜
觸

れ

て
ゐ
な

い
。
帥

ち
、

最
も
本
源

的
と

格

い
ふ

べ
き
脇

能
物

の

　
つ
の
構
成

に

つ

い
て
述

べ
て
ゐ

る
だ

け

で
、
『
能
作
書
』

の
第

二
項

に
、
「
ま
つ
序
破
急

に

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
か
い
こ
う
に
ん

五
段

あ

う
。

序

}
段

、
破

三
段
、
急

一
段

な
う
。
開

口
入

(
ワ
キ
)

出

で
て
、

き
し
聲

よ
参
、

次
第

、

一
歌

寰
で

一

　

　
　

　
　

　
　

　

し
　
て

段

。

自
レ
是

破
、

さ
て
爲
手

の
出

で
て
、　
一
聲

よ
う

『
歌
ま

で

}
段
。

其

後
開

口
入
と
問

答
あ
b

て

、

同
音

一
う
カ

　

　
　

　

」能
の
揚
一面
』展
開
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九
'

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

騙



,
　

　

　

能
の
場
面
展
開
法
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ
ぜま
ひ

ひ

桶
段
。
其
後
叉
、
曲
舞
に
て
竜
あ
れ
、
只
歌

ひ
に
て
竜
あ
れ
、
　
一
晋
曲

　
段
。

自
レ
是
急
、

其
舞
に
て
も
働
に
て

格
・
惑

は
讎

・
擺

夢

ど
に
て

葮

。
呈

五
段
也
。
慧

、
本
読
の
體
分
に
よ
う
て
六
段
あ
る
事
も
あ
る

ぺ

し
。

叉
は
し
な

に
よ
う

て
、

喝
段

足
ら

で
、
四
段

な
ど
あ

る
能

も
あ

る
べ
し
。

嚢
づ
本
風
體

と
定

聖

る
所
五
段

也
」

　

ハ

と

あ

る
の
は
、

脇
能

物

の
構
成

を
目

標
と
し

て

の
読
明

に
相
違

な

く
、

更

に
次

の
章

『
三
體
作
書

條
條

』

の
第

一
項

　
「
老
體
」

に
於

い
て
、

そ
れ

を
繰

う
返

し

て
再

び
脇
能

物

の
構

成
を
詞

章

の
句
數

に
よ

つ
て
明
示

し

て
は

ゐ
る
け
れ

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

は
う
か

ど

竜
、

「
女
體
」

(鬘
物
)

と

「
軍
體
」
(修
羅

物
)

に

つ

い
て
は
別

に
さ
う

い
つ
力
明
示

は
な

く
、

更

に

「
放
下
」

喝

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

り
き
ど
う
ふ
う
き

　
　

　

　
　
　

　

さ
いど
う
ふ
う
き

の
他

の
物
狂
、

「
碎
動

風
鬼
〔

(怨
靈
物
)
、
「
力
動
風
鬼

」
(鬼

物
)
等

に

つ

い
て

は
、
構

成

の
用
意

の
大

綱

を
ば
読

い

て

ゐ
る
け
れ
ど

も
、

そ
れ
等

に
序

破
急

の
法
則

を

い
か

に
適
用

す

べ
き

か
に

つ
い
て

の
明
示

は
與

へ
て
ゐ
な

い
。

恐

ら

く
、

世

阿
彌

と

し
て

は
、

最

恐
本

源
的

な
脇
能
物

の
本
風
體

に

つ

い
て
読

明
す

れ
ば
、
他

は
類

推

し
て
理
解

さ
れ

る
筈
だ

と
考

へ
控
も

の
で
も
あ
ら

う
か
。

　

し

か

る
に
、

作

品

の
實
際

に
嘗

つ
て
見

る
と
、

現
行
曲

二
百

四
十
番
中
、

や

や
確

實

に
世

阿
彌

の

作
品
と
推
定

し

得

る
約

百
十
篇

に

つ

い
イ
、見

て
竜
、
,
一
つ

一
つ
何
等

か
の
意

昧

で
皆

異
な

つ
控
構
成

を
持
ち
、
序

破

急

の
法
則

の
適

用

と

て
も
決

し
て

一
様

で
は
な

い
。
　
喝
つ

↓
つ
が

そ
れ

ぞ
れ

の
構
成

を
持

つ
と

い
ふ

こ
と

は
、

言

ひ
換

へ
れ
ば
、
軌

範

的
構
成

が
な

い
と

い
ふ

こ
と

で
あ

る
。

全
く
作
者

と
し

て

の
世

阿
彌

は
そ

れ
ほ
ど

自
由
な
態
度

で
創

作
し

カ
の
で

あ

る
が
、

そ

れ
だ
け

嚢
力
、
序

破
急

の
法
則

の
適

用

に

つ

い
て
も
絢

由
な
態

度
を
取

つ
て

ゐ
カ
と

い
ふ
こ
と
が

で
き

'



'

る
、

ま

疫
世

阿
粥

以
外

の
他

の
作
者
た

つ
い
て
慈
大

體
同
じ

こ
と
が
言

は
れ
得

る
.　

。

　

だ
か
ら
、

そ
れ

ほ
ど
自

由

に
取

り
扱

は
れ
カ
あ
ら

ゆ
る
種
類

の
構

成

の
中

か
ら

一
つ
の
原
則
的

な

も

の
を
抽
幽
し

よ

う
と
す

る
こ
と

は
無

埋

で
あ

る
け

れ
ど

も
、

カ
だ

こ
れ
だ
け

の
歸

納

は
で
き

る
。

即

ち
、

序
破
急

五
段

の
構

成

の

　

　

　
　
　

　

も　　も　　へ　　も

中

で
繁

四
段

(
破

の
後
段
)

が
最

も
主
要

な
部

分

で
あ

わ
、

合
唱
部

に

ク

セ
を
吟

唱

さ
せ

る
の
も
大
概

は
此

の
部

分

で
あ

る
。　

(尤

も
脇

能
物

と
切
能
物

は
最
後

の
第

五
段

で
舞

踊

さ
せ

る
が
、

そ

れ
は
幽
玄

本
位

の
他

の
種
類

と
本
質

を

異

に
し

て

ゐ
る
所
に
根
據

を
持

つ
と
患

は
れ

る
。
)
　
そ
れ

で
破

の
後
段

と
な

る
べ
き
箇

所
を
ま

つ
見

極

め
て
讚

い

て
、

前
後

を
適
度

に
區
分

し

て
行

け
ば
、

良

い
作

品

で
さ

へ
あ

れ
ば
、

必
ず

爰
當

な
揚

面
整
理

の

つ
け
ら

れ

て
あ

る

の

が
發
見

さ
れ

る
筈

で
あ

る
。

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ぬ
　
や

　

今

、
最

も
人

の
見
慣

れ
π

『
熊

野
』

の
能

に

つ

い
て
場
血
展
開

の
默
態

を
吟
味

す

る
こ
と
に
し

よ

う
。

主

題
は
、

女

主
人

公
が
老

僻

の
重

症
を
息

う
て

不
安

と
哀
愁

に
惱

み
な

が
ら
、
主

君

に
強

制
さ
れ

て
花

見

の
宴

に
俘

は
れ

て
行

く

、
そ

の
李
衡

を
失
し

力
心
情

が
、

い
か
に
周
園

の
花

や
か

な
雰

園
氣

と
對
照

さ
れ

て
あ

る
か
を
見

せ

る
と

こ
ろ

に

か

か

つ
て

ゐ
る
。

彼
女

は
さ
う

し
力
膣
逍

さ
れ

控
心
情

で
酌

を

し
控
う
舞

を
舞

つ
尢

ウ
し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
が
、

舞

孚
ば

に
し

て
驟

雨
が

さ
ん
ざ

ん
に
花

を
散

ら
す

と
、

そ
れ
が

や
が

て
散

り
失

せ

る
べ
き

生
命

の
象

徴

と
し
て
彼
女

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

ぱ

に

強

い
實

臧

を
起

き
せ

る
。

張

う

つ
め
禿
心
情

は
邃

に
捌
け

口
を
見
出

だ
し
、

哀

切
な
歌

と
な

つ
て

浴

れ
だ
す
。
そ

れ

が

わ
が
ま

蛮
な
主
君

の
芯

情

を
動

か
し
て
彼
女

は
救

は
れ

る
。
救

つ
て
く
れ

カ

の
は
觀

苦
の
慈

悲

だ
と
彼

女
を
喜

　

　

　
　

3
)
髫
ぽ
桑
冠
蜂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　

・.、　
　
　
　
　
　

ニ
ヒ
鴫

　

　

　
　

翻
¢.易
}寉
矗
移
ゐ
　　
　　
　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　
　軸一　"　
働



　
　

　

　

能
の
・場
面
騰
開
「法
　
　
　
　
　
　
　,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
二

ば

せ

る
。

さ
う

い
つ
力
劇

的
展

開

を
示
す
場

面

(破

の
後
段
)

の
效

果
が

ま
つ
作
者

世
阿
爾

に
豫

想

き

れ
て
筆

を
執

つ
控

毛

の
で
あ
ら

う
が
、

そ
れ

は
彼

女
が
花

見
車

に
乘
せ
ら

れ

て
清

水
觀
音

の
境
内

に
到
着

し
て
か

ら

の
事
件

で
、

そ
れ

慶

で
に
相
當

に
長

い
經

過
が
あ

る
の
で
、

そ

れ
を
次
次

に
迹
づ

け
て
見

な
け

れ
ば
な
ら

顧
。

　
初

め
は
都
六
條

の
雫
家
の
第

で
、
宗
盛
、
(
ワ
キ
)

の
名
宣
と
太
刀
持

(
ワ
キ
ヅ

レ
)

の
問
答
が
あ
る
。
!

こ
れ

が
序

の
段
で
あ

る
。

　

次
に
朝
顏

(
シ
テ
ヅ

レ
)
が
次
第
で
墜
揚
し
、
熊
野
の
郷
里
な

る
遠
江
の
池
田
の
宿
か
ら
老
母
の
使
と
し
て
迎

へ

に
上

る
由
を
サ

シ

・
名
宣
で
述
べ
、
道
行
の
末

で
都
に
着
き
、
熊
野
を
訪
れ
る
。

　
熊
野

(
シ
テ
)

嫉
鼓

の
ア
シ
ラ
ヒ
で
三
の
松
に
登
揚
し
、
ず

シ
で
老
母
を
思

ふ
心
を
逋
べ
る
。
其
塵

へ
朝
顏
が
訪

れ
て
、
老
母
の
重
態
を
知
ら
せ
、
鷲
を
渡
す
。
そ
れ
を
見
て
熊
野
は
思

ひ
切
つ
て
暇
乞
を
し
よ
う
と
決
心
し
、
朝
顏

を
つ
れ
て
舞
臺
に
入
る
。

　
熊
野
と
宗
盛

の
交
渉
と
な
る
ま
で
に
、
小
さ
い
場
面
を
三

つ
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
臓
。
熊
野
と
太
刀
持
の
問
答

の
場
面
と
、
太
刀
持
と
宗
盛
の
問
答
の
場
面
と
、
及
び
再
び
太
刀
持
と
熊
野
の
問
答
の
場
面
で
あ

る
。
ー

i
破

の
前

段
。

　
熊
野
と
宗
盛
の
對
面
は
す
ぐ

「
文
の
段
」
と
な
る
。

文
の
中
に
は
業
雫
の
慨

の
歌
が
引
か
れ
て
あ
う
、
そ
れ
が
死

を
前
に
し
て
の
親
苧

の
悲
哀

の
情
緒
を
誘

ひ
出
し
て
初
同
と
な
う
、
そ
の
情
緒

に
齲
ら
れ
て
熊
野
ぱ
暇
の
こ
と
を
言



■

酷

す
け
れ
ど
も
・
宗
盛

の
遊
心
に
は
何
等
の
效
果
轟

へ
る
こ
と
苓

、
却

つ
手

ぐ
花
見
募

用
意
が
命
ぜ
ら

れ
(魔

輩

の
作
物
言

附
柱
驂

蒙

出
し
)
、
蘚

は
ど
う
す

る
こ
L
」
輿

を
」ず
、

そ
の
裏

乘
せ
ら
れ
〆.
、

花

見

の
俘

を
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
く
な

る
。

そ
れ
か
ら
漿

を
さ
し
て
花
見
の
導

妄

る
こ
と
は
前
に
逋
ベ
カ
匆

で
あ
る
。
サ
シ
か
ら

.
ン
ざ

夸

、

。
ソ
ギ
の
警

で
嵩

鑄

水
の境

内
霧

る
。
清
沓

輩

て
妻

づ
佛
の
前
に
璽

各

茎

老
母
の
窕

に

所
誓
を
怠
ら
な
い
熊
野
で
あ
つ
カ
.
(後
見
が
作
物
を
響

。)
～

破
の
中
段
。
、
　

　

」

宗
犠

す
で
に
麑

の
酒
宴
の
席
暑

い
て
ゐ
ゆ糸

、
舞

が
そ
の
蹙

現
れ
な
け
れ
ば
縫

量

要
部
に
笑

ら
な
い
・
そ
讐

で
に
小
さ
場

票

建

三
つ
ほ
ど
必
要
で
あ
る
.
宗
盛
と
太
刀
持
の
嬰

、
の
場
面
と
、
太
刀
持

と
朝
顏

の
問
答

の
場
面
と
、
及
び
朝
顔
と
熊
野
の
問
匁
口
の
場
厮
で
あ

る
。

さ
て
酒
宴

の
席
災

つ
泰

蕪

野
墜

、
あ
ら
お
も
し
ろ
と
陰

な

り
花
ドこ
も
や
堡

と
、
ま
つ
花
を
褒

め
て
、

入
入
に
蔑

な
ど
竃

勸

め
、
す
ぐ
ク
ー

・
サ

シ

冫

セ
と
苓

、

ク
セ
の
鴦

か
ら
立
ち
舞

ひ
、

凜

き
情
を
人

や
知

謹

と
酌
を
す

る
と
、
舞
を
勸
め
ら
れ
、
橋
饗

貧

、
雷

の
イ

・
エ
と
苓

、
钁

痍

つ
て
轟

を
舞

ひ
、

舞
の
簷

雪

ち
籍

票

攀

し
花
姦

ら
す
。
散

る
花
を
し
き
6
信

怠

で
馨

は
舞
毒

央
に
下
に
ゐ
て
、

袂
か
ら
短
嬰

取
出

し
、
歌

を
婁

つ
け
、
爨

載
せ
て
宗
盛
菠

す
。

(短
桝

段
)
、
や
つ
と
暇
が
出
る
.
こ

れ

菊

觀

膏

の

利

生

だ

と

熊

野

は

戚

激

す

る

。
　

　

破

の

後

段

。
　

　

　

・
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讐

揚
震

翻
鰲
　

　

　

　

　

　

　

　

　

.
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.



　

　

　

　

餓
醐
の
恨燃
颪
『鬣
醗
渝
慟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
㎎
胤

・
暇

の
出

力
熊
野

は
喜

び
勇

ん
で
朝

顔

を

つ
れ

て
母

の
家

へ
と
跡

つ
て
行

く
。
1
ー

急

の
段
。

　

此

の
局

面
展
開

の
區

分
點

と
な

つ
て

ゐ

る
も

の
は
役
者

の
行
動

と
詞
章

昔
曲

の
段
落

で
あ

る
が
、

役
者

の
行

動

は

舞

臺

上

の
位

置

で
し

る
し
づ

け
ら

れ

る
か
ら

.
見

力
目

に
最
も
明

瞭

で
あ

る
。
師

ち
、
序

の
段

で
ワ

キ
と

ワ
キ
ヅ

レ

の
闘
答

が
あ

つ
て
、

ワ
キ
は
脇

柱
際

に
床

儿
に

か
け
、

ワ

キ
ヅ

レ
は
太

刀
を
置

い
て
そ

の
下
座

に
下

に

ゐ
る
。

こ
れ

は

明
ら

か

に

}
つ
の
場

面

の
終

結

を
示
す
位
畳

で
あ

る
。

次

に
破

の
前

段

と
な
う
、
囃

子
方

は
次
笙

を
囃

し
、

シ
プ

ヅ

レ
が
登

場
し

て
舞
臺

に
入

う
、

道
行
、

着

ゼ
ソ

フ
が
あ

つ
て
、

橋

掛

の
酷

で
幕

に
向

い
て
案
内

を

乞

ひ
、

一
ま

つ

後

見
座

に
く

つ
ろ
ぐ

の
は
、

次

の

シ
テ

の
登

場
を
妨

げ
な

い
だ

め
で
あ

う
、

場
面

は
ま
だ
蓮
續

す

る
。

シ
テ
は
三

の

松

に
出

て
最
近

の
心
惜

を
サ

シ
で
謠

ぷ
。

と
、

シ
プ
ヅ

レ
は
後

見

座

か
ら
立

つ
て

↓
の
松

へ
行
き

、

シ
テ
と
問
答

に

入

つ
て
文
を
渡

し
、

シ
プ

の
後

に

つ
い
て
舞
臺

に
入

る
。

シ
テ
と

ワ
キ
の
問

答
が
始

慶

る
と
破

の
中

段

に
移

る
の
で

あ

る
が
、

そ
れ
ま

で
に
、

シ
プ
は

フ
キ
ヅ

レ
に
取
次

を
乞

ひ
、

ワ
キ
ヅ

レ
は
ワ

キ
に
そ
れ
を
伺

ひ
、

そ

の
返
事

を
ま

カ

シ
テ
に
傳

へ
な

け
れ
ば

な
ら

澱
。

　

シ
テ
が

ワ
キ

の
前

に
禺

て

か
ら

能

は
始

ま

る
や
う

な
竜

の
で
あ

る
。

す
ぐ

「
文

の
段
」

と
な

う
、

初

同
と
な
う
、

嚢

た

シ
テ
と

ワ
キ
の
問
答

が
あ

う
、

作
物

が
舞
臺

に
持

ち
出

さ

れ
て
、

シ
テ
は
そ

の
中

に
入
う
、

ワ

キ
は
同
車

の
心

持

で
竝

ん
で
立

つ
。

シ
プ
ヅ

レ
は

シ
テ
の
後

に
、

ワ
キ
ヅ

レ
は

ワ
キ

の
後

に
立

つ
。
花

見

の
行

列
が

揃

つ
力
形

で
あ

る
。

場
画

は
す
ぐ
道

中

と
な

る
。

入
が
動

く
代

う
に
場

面

の
方
が

(
晋
曲
的

に
)

動
き
展

開
す

る
。

噸 弄



'

　

清
水

に
着

い
て
か
ら

が
破

の
後

段

で
あ

る
。
溝

水

に
着
く
と
、

ワ
キ
は

ワ
キ
座

に
着
く

(
酒
宴

の
席

に
着
く
)

が
、

シ

テ
は
前

の
場

面

の
終
今

か
ら
眞
先

に
出

て
裟
だ

合
掌

し
力
嚢
ま

で
あ

る
。

觀
音

の
怫
前

で
母

の
新

誓
を

し
て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

そ
就

を
酒
宴

の
席

へ
呼
び
入

れ

る
棲

で
に
、

ワ

キ
は

ワ
キ
.ヅ

レ
に
言

ひ

つ
け
、

ワ
キ
ヅ

レ
は

シ
テ
ヅ

レ

に

傳

へ
、

シ
テ
ヅ

レ
は

シ
テ
を
迎

へ
に
家

る
、

迎

へ
ら

れ
カ

シ
テ
が
酒
宴

の
席

に
入

つ
て

か
ら

が
實
ば

最

も
重
要

な

破

の
後

段
と

な

る
の
で
あ

る
。

グ
ソ

・
サ

シ

・
ク

セ

・
イ

賞
工
掛

か
ら
中
舞

と
暹

み
、　

「
短
冊

の
段

」
.
と

な
り
、

ワ

キ
と

シ
テ
の
問

答

が
あ

つ
て
、

急

の
段

に
移

る
の
で
あ

る
が
、

こ

の
轉

換

は
甚
だ
憙

激

で
あ

つ
て
、

シ
テ
が

「
あ
ら

奪

と
や
嬉

し
や
な
」

と
觀
膏

の
前

で
合
掌

し
、　

「
こ
れ

棲
で
な

う
や
嬉

し
や
孜

」
と
立

つ
力
瞬
閲

に

急

の
段

に
入

る

と

見

る
べ
き

で
あ
ら

う
。

　

以

上
見

る
が
如

く

『
熊
野
』

の
場

面
展
開

は
詩

的
に
劇

的

に
且

つ
論

理
的

に
統

}
さ
れ
て
あ
6
、

最
主

要
部

に
於

い

て

シ
テ
が
舞

踊
す

る
こ
と

略
妥
當

な
理
由

に
裏

づ
け
ら

れ
て

ゐ

る
。

わ
れ
わ

れ
は

『
自
然

居
士
』

の
例

に
於

い
イ
"

　

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

ロ　
も　
ぬ

竜

場

面
屡
開

が
論

理

的
に
劇

的
に
統
∴

さ

れ
て
あ

る

の
を
見

た
が
、
　

『
熊

野
』

に
於

い
て
は
顯
著

に

詩
的

に
統

　
黙

れ

て
あ

る
の
が
特
長

で
、
其
處

に
物
眞

似

の
能

と
幽
玄

の
能

の
曲
柄

の
相

蓮
が

現
れ

て
ゐ

る
の
で
あ

る
。

　

そ

れ
と
同
じ

や
う

に
、
能

の
そ
れ

ぞ
れ

の
種

類

の
特

長

は
多
少

と
も
揚

面
展
開

の
形
式

の
上

に
も

現
れ

な

い
で

は

す

衰

な

い
の
で
あ

る
。

　

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

尠

勉隠

つ
見
"
醯

鍵

鴇

差

窒

　
、6
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左

慝
レ
ま
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駈

能

の
場
面
展
開

法五

ご

七
六

　

ヘ　　へ

　

場

面
と

い
ふ
言
葉

は
普
逋

の
演
劇

で
は

刈
定

の
舞
臺

装
置

の
中

に
仕

切
ら
れ

控

↓
聯

の
ま

と
衰
う

の
あ

る
行
動

を

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

も　　ロも

意

昧

す

る
の
で
あ

る
け
れ
ど

竜
、

能

で
は
舞
毫

装
畳

に
よ

つ
イし
制
限

さ

れ

る
こ
と
が
な

い
か
ら
場

面

の
印
象

は
多
少

漠

然
と

し

力
竜

の
に
取

ら
れ

が
ち

で
あ

る
。

け
れ
ど

略
大
道

具
と

か
背

景

と
か

に
限
定

論d
れ

る
こ
と

が
な

い
と

い
ふ

理

由

か
ら
、
能

の
場

面
は
謂

は
ば

↓
履

純
粹

の
場

面
と
も
見
ら

れ

る
。

何

と
な
れ

ば
、

行
動

の
安

と

ま
う

を
行

動

の

み

で
考

へ
、
詞

章

の
段
落

を
詞
章

の
み

で
到
斷

す

る
こ
と
が

で
き

る
か
ら
。

殊

に
、
或

る

}
つ
の
場

面
は
、

同

一
の

主

題
的
契

機

の
結

び

つ
き

と

し
て
展
開

さ
れ

る
他

の
多

く

の
場

面
と

の
蓮
關

に
於

い
て
存
在

理
由

が
あ

る
の
で
N

そ

の
點

か
ら
す

れ
ば
純

粹
場
跡

の
方
が
装

飾
場

面
よ

り
慈
直
接
效

果

を
持
ち
得

る
可
、能
性

が
あ

ッo
と

も

考

へ
ら

れ

る
。

　

場

面
に

は
小
き

い
場

面
も
あ

れ
ば
大
き

い
場

面
も
あ

る
。
　

『
熊

野
」

の
例

で

い

へ
ば
、
破

の
前
段

の
終

う

の
部

分

や

破

の
後

段

の
初

め
の
部
分

に
あ

る

シ
プ
　

　

ワ

キ
ヅ

レ
、

ワ

キ
ヅ

ヒ

…
ー
グ

キ
、

ワ
キ
ヅ

レ
ー
t

シ
テ
の
場
面
、

或

ひ
は

ワ
キ
!
ー
ー
ワ
キ
ヅ

レ
、

ワ
キ
ヅ

レ
　

　

シ
テ
ヅ

レ
、

シ
テ
ヅ

レ
　

　

シ
テ
の
場

面
な
ど

は

い
つ
れ

竜
小

さ

い

場

面
で
あ
b
、

ま

カ

「
文

の
段
」

と

か
、

ク
リ

・,
サ

シ

・
ク

セ

・
舞

の
段
と

か
は
大
き

い
場

面
で
あ

る
。

小
さ

い
場

謹

は
事
件

の

つ
な
ぎ
合

は
せ
或

砿
は
促

進

の
爲

に
使
用

き
れ

る
こ
と

が
多

い
の
で
、
比
較

的
劇

的
成

分

の
強

く
支
配

す

る
能

に
必
要

で
あ

る
。
作

者

は

}
つ
の
能

を
作

り
出

さ
う
と
す

る
時

は
、

も
ち

ろ

ん
全
體

の
輪
廓

的
構
想

を
ま
つ



●

臻
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く
な
つ
㌃

の
と
見
え
る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ご
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鶴
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場
面
展
開
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能
の
場
颪
展
開
法
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局

衝

の
變

化

は
登
揚
人

物

の
人

數

と
も
關
係

が
あ

る
。

登
場
人

物

の
入
數

と
場

衛

の
數

が

正
比
例
す

る
と

は
限
ら

な

い
け

れ
ど

竜
、
概

し

て
登
揚

入
物

の
入
數

が
多

サ
れ
ば
場

面

の
數

も
多

く
な

る
傾
向

が
あ

る
。
登

場

入

物

の
最
.も

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

あ
う
む
　
し
　
な
ち
　
　
　げ
せ
を
　
　
　
　の
の
み
や

少

い
場

面

の
最
も

少

い
場
合

は

シ
プ

・
ワ

キ
ニ
入
き

ら
で
、
例

へ
ば

『
鸚
鵡

小
町
」

『
芭

蕉
』

『
野
宮
』

な

ど
が

さ
う

で
あ

わ

、

そ

の
他
、亀
鬘
物

の
多
く

は

ワ
キ
が

二
人

の
從
者

を
件

ふ
け

れ
ど

竜
、

そ
れ
は
無

人
格
者

で
あ

る

か
ら
、
實

質

に
於

い
て
は

シ
プ

・
フ
キ

ニ
入
き

り
と

同
じ

こ
と

で
あ

る
。

し
か
も

そ
れ
等

の
曲

に
於

い
て
は
、

原
則

と
し

て
ワ

キ
は
、

シ
プ

の
演
伎

を
誘
導

す

る
役
目

に
す
ぎ

な

い
か
ら

、

結
局

は

シ
テ

の
獨

6
舞
鏖

で
、
隨

つ
て
場

面

の
展
開

の

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
す
み
ょ
し
ま
う
で
　
　
　あ
だ
か
　
　
　
し
や
う
ぞん
　
　
ゑ
　
ぼ
　し
　
を
り

仕

樣

も

な

い
の
で
あ

る
。

ま

力
反
對

に
登

場
入

物

の
特

に
多

い
竜

の

(
『
住

吉

詣
』
『
安
宅
』
『
正
奪
」
『
鳥

帽
子
折
』

等
)

は
謂

は
ゆ

る
群
集
場

面

と
な

る
傾
向
が
あ

う
、

頭
數

は
多

く
と

も
意

向

は

}
致

し

て

ゐ
る
の
で
、

を

れ
が
爲

に

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ごタ

特

に
局

面

の
轉
變

を
複
雜

化
す

る
こ
と

は
な

い
け
れ

ど
も
、

見

力
目
を
賑

や

か
に

す

る
だ

け

の
效
果

は
あ

る
。

眞

に

局

面
を

複
雜

化
す

る
カ
め
に

は
、

登
場
人

物

が
互

ひ
に
相

反
す

る
利
害

關
係

に
於

い
て
對

立

し

て
ゐ
な
け

れ

ば
な
　ら

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

れ
に
こ
う
　
　だ
ん
ぷう
　
　
も
ち
ヴ
ぽ

ず
、

そ

の
關

係

が
複

雜

で
あ
れ

ば
あ

る
ほ
ど
揚

面

の
數

も
多
く

な

る
べ
き

可
能
性

が
あ

る
。

『
谷
行
」
」、壇

風
』
「
望
月
』

等

は
そ

の
例

と
な

る
も

の
で
、
『
自
然

居

士
」

竜

そ
れ

に
類

す

る

一
例

で
あ

る
。

　

し

か

し
、
能

の
表

現

の
根
本
精
紳

か
ら

す
れ

ば
、
場

面

の
變

化

の
多

い
こ
と

は
必
ず
し

も
重
要
な

こ
と

で
は
な
く
、

む
し
ろ

反
對
.に
、

場

面

の
變
化

の
少

い
單

純
な
構

成

の
中

に

こ
そ
却

つ
て
情

緒

の
.強

さ

・
深

さ

・
純

一
さ

が
表

は
れ

る
も

の

で
、

そ
れ
故

に
作
者

略
演
出

者

も
登
揚
人
物

の
數

を
制

限
し

よ
う
と
す

る
努
力

を
示
し

て
來

た
。

演
伎

が
散



丶

φ

漫

に
な
ら
な
い
や
う
に
緊
鎌
さ
せ
る
に
は
、
そ
れ
は
必
要
な
努
力
で
あ

つ
陀
。
　
『
申
樂
談
義
』
を
見
て
も
、
當
時
す

で
に

い
か
に
多
く
の
能
が
矩
く
切
b
詰

め
ら
れ
た
か
が
わ
か
る
が
、
同
じ
や
う
な
整
理
は
そ
の
後
と
て
も
し
ば
し
ば

施
さ
れ
カ
こ
と
が
想
像
・さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
今

日
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
能
の
形
式
は
、
數
百
年
間
に
自
然
に
徐
徐

に
行

は
れ
力
短
縱
整
理
の
結
果
と
竜
考

へ
ら
れ

る
し
、
こ
れ
以
上
殆
ん
ど
手
の
加

へ
や
う
が
な

い
安
で
に
緊
密
な
も
の
と

な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
實

で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

　
最
後
に
、
能

の
場
面
の
演
出
上
に
於

け
る
特
色
を
總
括
的
に
考

へ
て
見

る
と
、
竜
う

『
度
舞
臺
構
造
の
特
異
性
と

關
連
し
て
反
省
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
普
逋

の
劇
場

の
舞
鏖
構
造
は
、
幕
に
よ
つ
て
演
伎
を
見
物
入
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぐ
ありひ

ら
遮
斷
す

る
や
う
に
で
き
て
ゐ
る
の
で
、
必
ず
幕
間
と

い
ふ
も

の
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
が
演
伎
に
休
止
點
を
打

つ
こ

と
に
な
う
、
そ
の
間
に
役
者
は
扮
装
を
變

ヘ
カ
リ
、
演
出
冖者
は
背
景
を
變

へ
π
う
す
る
。

こ
れ
は
或

る
場
合
に
ぱ
便

利
で
あ

る
が
、
他
の
場
合
に
は
ひ
ど
く
不
便
で
あ

る
。

}
つ
の
幕
と
次

の
幕

の
問
に
時
間

の
切
斷
が
な
く
、
事
件
が

重
大
な
進
行
を
し

つ
つ
あ
る
途
中
で
幕

を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
見
る
側

の
興
味
は
ぴ
ど
く
頓
座
を
來
た
す

こ
と
に
な

る
。
だ
か
ら
昔
風

の
五
幕
物
の
演
出
に
於

い
て
も
、
幕
間
は
五
分
間
以
上
に
亙
ら
な
い
や
う
に
注
意
し
た

う
、
五
分
間
以
上
も
あ
る
や
う
な
長

い
幕
間
が
必
要
な
ら
ば
第
二
幕

の
次
か
第
三
幕

の
次
か
に
置
く
べ
き
で
、

そ
れ

以
外

の
幕
間
の
、
事
件
の
展
開

の
緊
張
し
て
ゐ
る
箇
所
に
は
さ
う

い
つ
た
長

い
休
止
點
を
打

つ
こ
斗
は

㎡
さ
れ
な

い

と
戲
曲
術

の
法
則
は
規
定
し
て
ゐ
控
。
近
代
劇
に
於

い
て
は
さ
う

い
つ
力
傾
向
は
更
に
顯
著
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

能
め
場
面
展
開
法
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能
の
場
面
展
開
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
べ
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そ

の
點
で
は
、
能
の
場
面
と
揚
面
の
問
に
は
外
形
的

の
區
分
法
が
施
さ
れ
な

い
か
ら
、

シ
プ
の
中
入
の
場
合
を
除

け
ば
、
問
斷
な
く
演
伎
が
續
け
ら
れ
て
ゐ
て
、
馴
れ
な
い
目
に
は
段
と
段
の
切
目
な
ど
は
氣
が
つ
か
な
い
で
見
過
ご

き
れ
る
か
略
知
れ
な

い
。
中
入
だ
け
は
幕
聞
に
相
違
な

い
け
れ
ど
菊
、
そ
れ
と
て
も

シ
ナ
に
と

つ
て
の
幕
間

で
は
あ

る
が
、

ワ
キ
は
そ
の
間
慈
舞
臺

を
守
つ
て
居
う
、

ワ
キ
を
相
手
に
し
て
ア
ヒ

(
間
狂
言
)
が

カ
タ
ソ
と
か
シ
ャ

ベ
リ

と
か
或

ひ
は
間
劇
的
行
動
な
ど
を
演
じ
て
時
間
を

つ
な

い
で
ゐ
る
の
で
、
見
物
人
に
取

つ
て
は
結
局
幕
間
と

い
ふ
も

の
は
與

へ
ら
れ
な

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
.

　

す
べ
て
幕
間
と

い
ふ
竜
の
は
演
出
者
に
と

つ
て
は
最
も
厄
介

な
も
の
で
、
幕
間
を
設
け
な
く
て
す
め
ば
演
伎
は
理
.

想
的
に
な

る
の
で
あ

る
が
、
近
代

の
劇
場
の
構
造
は

(
π
と
ひ
日
本
固
有
の
廻
う
舞
臺
を
利
用
し
て
竜
)
釡
然
幕
間

な
し
に
は
演
出
さ
れ
な

い
。
劇
場
の
構
造

の
み
で
な
く
、
戲
曲
そ
の
物
が
ま
尢
幕
間
を
必
要
と
す
る
や
う
に
で
な
け

れ
ば
書
け
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
點

裳
於

い
て
は
能
そ

の
物
乏
能
舞
臺

の
構
造
は
非
常
に
有
利
で
、
場
面
展
開
法

な
ど

慈
演
出
者

の
心

の
嚢
ま
に
行

は
れ
得
る
。
慈
し
能
が
將
來

の
新
し

い
舞
臺
藝
術
に
對
し

て
何
等
か
の
寄
與
を
提

供
し
得

る
と
す
れ
ば
、
揚
面
展
開
法
の
自
由
性

の
如
き
は
さ
し
づ
め
最
も
效
果
的
な
物

の

一
つ
と
し
て
考

へ
ら
れ
る

で
あ
ち
う
。


