
今
様
の
「
謡
い
替
え
」

-
　
「
折
」
　
に
合
う
謡
作
り
I

目
一
ハ

真
心
　
　
卿

は
じ
め
に

後
白
河
院
は
、
院
政
期
と
い
う
目
ま
ぐ
る
し
い
時
代
を
生
き
抜
い
た
君
主

で
あ
っ
た
り
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
今
様
と
い
う
'
い
わ
ゆ
る
当
時
の
流
行
歌
を

(
1
)

自
ら
潤
い
へ
明
け
暮
れ
今
様
に
励
み
へ
　
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
か
世
に
残
る
こ
と
な

-
消
え
去
る
こ
と
を
悲
し
ん
で
、
今
様
の
歌
詞
集
で
あ
る
『
梁
塵
秘
抄
』
十

巻
・
口
伝
集
十
巻
を
集
め
て
後
世
に
残
し
た
。
当
時
今
様
か
後
白
河
院
だ
け

で
な
-
世
間
一
般
に
広
く
謡
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
多
-
の
文
献
か
ら
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
'
今
様
に
は
人
の

心
の
琴
線
に
触
れ
る
何
か
か
あ
っ
て
当
時
の
人
々
に
多
く
謡
わ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
か
現
存
す
る
『
梁
塵
秘

-

-

蝣

)

抄
』
　
の
総
五
六
六
首
へ
及
び
今
様
拾
遺
物
の
中
に
は
'
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
持

っ
た
今
様
か
多
く
見
ら
れ
へ
あ
る
一
定
の
形
式
か
あ
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ

る
か
、
そ
れ
よ
り
も
'
作
り
手
か
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
よ
っ
て
今
様
の
「
謡

い
替
え
」
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
「
謡
い

替
え
」
　
に
つ
い
て
へ
　
諸
研
究
で
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
'
決
定
的
な
証
拠
と
な
る
も
の
か

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
稿
者
は
、
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た

今
様
は
場
面
に
お
け
る
即
興
歌
で
あ
る
t
　
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
整
理
し
て

み
る
。
つ
ま
り
、
「
謡
い
替
え
」
と
い
う
の
は
、
即
興
的
に
全
歌
を
作
り
上
げ

る
の
で
は
な
-
て
そ
の
場
の
状
況
に
よ
っ
て
部
分
的
に
変
化
を
持
つ
歌
詞
を

作
り
替
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
へ
　
説
話
・
物
語
類
な
ど
に
も
『
梁
塵
秘
抄
』
及
び
今
様
拾
遺
物
に
載

っ
て
い
る
今
様
が
謡
わ
れ
た
場
面
か
あ
る
が
'
『
梁
塵
秘
抄
』
本
文
と
若
干

の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
か
あ
り
へ
　
そ
の
今
様
に
よ
っ
て
状
況
か
逆
転
す

る
例
を
見
る
こ
と
か
で
き
る
の
で
'
「
謡
い
替
え
」
の
根
拠
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
り

本
稿
は
'
今
様
の
方
法
の
中
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
'
「
謡
い
香
え
」
に
つ

い
て
へ
　
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
集
・
楽
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
謡
い
替
え
」
の
例

を
基
に
し
て
'
説
話
・
物
語
類
に
見
え
る
今
様
と
　
『
梁
塵
秘
抄
』
　
の
中
の
今

様
と
の
間
に
見
え
る
歌
詞
の
差
異
か
「
謡
い
替
え
」
で
あ
る
可
能
性
を
探
ろ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
歌
詞
の
引
用
に
当
た
り
へ
　
も
と
の
歌
詞
と
「
謡
い
替

え
」
ら
れ
た
歌
詞
の
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
は
私
に
傍
点
を
付
し
た
。

一
　
資
賢
の
今
様
の
「
謡
い
替
え
」

現
存
す
る
『
梁
塵
秘
抄
』
　
口
伝
集
は
'
巻
第
1
　
(
断
簡
)
と
巻
第
十
(
_
坐
)

だ
け
で
あ
る
O
　
こ
の
F
梁
塵
秘
抄
』
　
口
伝
集
に
は
'
後
白
河
院
か
　
F
梁
塵
秘

-　9　-



抄
』
を
編
む
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
、
今
様
の
傾
倒
ぶ
り
'
今
様
の
会
へ

そ
れ
か
ら
院
自
ら
体
験
し
た
今
様
の
霊
験
詩
な
ど
を
赤
裸
々
に
述
べ
た
'
い

(
3
)

わ
ゆ
る
「
今
様
の
髄
脳
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
巻
第
十
に
は
賀
茂
神
社
へ

参
詣
し
た
と
き
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

同
じ
年
の
二
月
廿
八
日
比
へ
大
雪
降
り
た
り
し
日
へ
様
を
変
へ
む
暇

中
に
'
賀
茂
へ
参
り
き
C
先
ず
下
の
杜
に
参
り
て
見
る
に
'
面
白
き
事

限
り
無
し
。
御
前
の
梅
の
木
に
雪
降
り
か
～
り
て
'
何
れ
を
梅
と
分
善

難
く
'
朱
の
玉
垣
ま
で
皆
白
梓
に
見
え
わ
た
り
て
、
頼
無
-
覚
ゆ
.
i
.
次

第
の
事
　
跡
神
楽
果
て
て
'
そ
の
後
へ
　
法
花
経
l
部
　
千
手
経
一
巻
を

転
読
し
奉
り
'
終
り
て
後
に
へ
　
成
親
卿
平
調
に
笛
を
鳴
ら
す
リ
　
催
馬
楽

を
資
賢
卿
出
す
。
青
柳
　
更
衣
　
い
か
に
せ
ん
な
り
。
そ
の
後
、
我
今

旧
E
S
E
e
I
S
ぁ

春
の
初
め
の
梅
の
花
、
欣
び
開
け
て
実
生
る
と
か

資
賢
へ
　
第
三
句
を
出
し
て
日
-
'

御
手
洗
川
の
薄
氷
、
心
と
け
た
る
只
今
か
な

と
謡
ふ
O
　
折
に
合
ひ
め
で
た
か
り
き
C

敦
家
へ
内
裏
に
て
此
の
句
を
、
「
前
の
流
れ
の
御
溝
水
」
と
謡
ひ
け
る
も
'

o

斯
-
や
あ
り
け
ん
と
う
　
我
感
じ
送
り
に
き
。

大
雪
の
降
っ
た
仁
安
四
(
≡
ハ
九
)
年
二
月
二
十
八
日
へ
出
家
を
す
る
お
別
れ
を

申
し
に
'
賀
茂
神
社
に
参
詣
し
た
後
白
河
院
一
行
は
'
御
神
楽
へ
法
華
経
・

千
手
経
の
転
読
へ
笛
の
演
奏
、
催
馬
楽
か
終
わ
り
へ
今
様
の
催
し
を
開
催
す

る
つ
ま
ず
へ
院
が
「
春
の
初
め
の
梅
の
花
I
I
」
と
い
う
今
様
を
謡
い
出
し
'

そ
れ
を
受
け
て
、
資
賢
卿
が
「
御
手
洗
川
の
薄
氷
へ
心
と
け
た
る
只
今
か
な
」

と
今
様
の
連
歌
を
謡
う
。
院
は
、
院
の
上
の
句
を
受
け
て
謡
う
資
賢
の
今
様

か
「
折
に
合
ひ
て
め
で
た
い
」
と
褒
め
る
。
こ
の
口
伝
集
に
載
っ
て
い
る
今
様

は
'
現
存
す
る
『
梁
塵
秘
抄
』
歌
詞
集
に
は
載
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
'

『
朗
詠
九
十
首
抄
』
(
以
下
『
九
十
首
抄
』
と
略
す
る
)
の
最
末
尾
に
「
今
様

首
之
内
略
五
首
」
と
あ
り
へ
「
蓬
莱
山
」
「
霊
山
御
山
」
「
長
生
殿
」
「
鶴
群
居
」

「
春
始
」
の
今
様
の
l
群
が
載
っ
て
い
る
か
へ
「
春
始
」
の
謡
と
し
て
残
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

春
始

ヤ
　
は
る
の
は
し
の
ヤ
　
む
め
の
は
な

ヤ
　
よ
ろ
こ
ひ
日
ら
け
て
み
な
る
は
な
ム

ヤ
　
お
ま
へ
の
い
け
駁
る
　
う
す
こ
は
り
ムu-o

こ
ヽ
ろ
と
け
た
る
ヤ
　
た
1
い
ま
か
な

『
九
十
首
抄
』
は
'
『
文
机
談
』
に
よ
る
と
'
知
足
院
藤
原
忠
実
の
撰
と
さ

れ
て
'
白
河
堀
河
両
朝
時
代
に
出
来
た
も
の
と
推
測
で
き
る
か
'
現
在
の
形

が
整
っ
た
の
は
室
町
時
代
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
て
'
最
末
尾
の
「
今

様
　
首
之
内
略
五
首
」
か
付
け
加
え
ら
れ
た
の
も
室
町
時
代
に
は
既
に
出
来

'
蝣
蝣
蝣
サ
;

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
九
十
首
抄
』
に
見
え
る
今
様
は
「
お
ま
へ
の
い

け
な
る
　
う
す
こ
は
り
」
(
傍
点
部
)
と
な
っ
て
い
て
一
般
的
に
謡
わ
れ
て
い

た
形
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
'
頁
賢
は
「
御
手
洗
川
の
薄
氷
」
(
傍
点
部
)

と
い
う
ふ
う
に
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
「
謡
い
替
え
」
を
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
賀
茂
神
社
で
の
今
様
な
の
で
賀
茂
神
社
を
祝
い
へ

10



ま
た
へ
　
後
白
河
院
の
出
家
を
も
祝
言
す
る
意
味
で
、
神
社
の
前
を
流
れ
て
い

る
「
御
手
洗
川
」
を
題
材
に
し
て
'
も
と
の
「
お
ま
へ
の
い
け
な
る
　
う
す
こ

は
り
」
を
「
御
手
洗
川
の
薄
氷
」
に
「
謡
い
替
え
」
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ

と
を
行
っ
た
資
賢
の
才
知
に
富
ん
だ
見
事
な
謡
い
替
え
の
例
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
鎌
倉
中
期
の
成
立
か
と
さ
れ
て
い
る
雅
楽
召
　
『
吉
野
吉
水
院
楽

古
』
　
(
以
下
『
吉
野
楽
書
』
と
略
す
る
)
に
も
今
様
に
お
け
る
謡
い
替
え
の
例

を
載
せ
て
い
る
り

一
承
安
四
年
九
月
1
日
ヨ
リ
.
I
.
同
十
五
日
ノ
夜
二
王
ル
マ
デ
。
七
倍
殿

ノ
御
所
ニ
シ
テ
り
　
後
白
河
院
今
様
ノ
都
合
ノ
ア
リ
ケ
ル
ニ
'
:
　
其
御
遊

ニハJ
i
d
.
"
-
'
葉
E
.
=
井
・
　
*
=
'
・
　
契
宮
代
叫
刈
r
　
&
:
　
琵
…
漂
.
珪
1
　
m
㌫
t
v
 
T
.
;

語
間
垣
照
.
俳
馬
禁
.
芸
ぺ
叫
n
r
　
付
蝣
J
-
s
、
a
t
^
j
r
f
c
'
-
.
ほ
叩
指
察
　
今

様
っ

キ
ク
二
心
ノ
ス
ム
モ
ノ
バ
。
ヲ
ギ
ノ
バ
ソ
ヨ
グ
秋
ノ
ク
レ
リ
夜
深
キ

フ
エ
ノ
子
革
ノ
コ
ト
り
　
ヒ
サ
シ
キ
ヤ
ド
フ
ク
松
風
。
モ
ト
ハ
ア
レ
ク

「
謡
い
替
え
」
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
や
や
下
る
が
'

I
蝣
>
)

豊
原
統
秋
の
雅
楽
宕
『
鱈
源
抄
』
巻
十
の
「
音
曲
事
」
の
項
に
は
'

第
l
ニ
今
様
ハ
ヲ
リ
ヲ
キ
ラ
ウ
ベ
シ
。
春
ハ
春
二
ツ
ケ
へ
　
夏
ハ
夏
ニ
ッ

ル
ヤ
ド
フ
ク
松
風
ト
ア
リ
ケ
ル
ヲ
。
ヲ
リ
二
ヨ
テ
ヒ
キ
ナ
サ
レ
ケ
リ
。

(
7
)

尤
モ
輿
ア
リ
C

蘇
安
四
(
二
七
四
)
年
九
月
1
日
か
ら
十
五
日
ま
で
七
条
殿
の
御
所
に
て
今
様
の

会
が
開
か
れ
'
資
賢
は
「
ア
レ
ク
ル
ヤ
ド
フ
ク
松
風
」
と
い
う
今
様
の
歌
詞
を
、

「
ヒ
サ
シ
キ
ヤ
ド
フ
ク
松
風
」
と
い
う
ふ
う
に
「
謡
い
替
え
」
て
い
る
O
も
と
の

今
様
は
'
『
梁
塵
秘
抄
』
　
に
も
、
ま
た
へ
　
今
様
拾
遣
物
に
も
見
る
こ
と
か
で

き
な
い
が
へ
　
た
だ
言
え
る
こ
と
は
'
そ
の
場
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て

ケ
'
秋
冬
モ
同
之
。
月
ノ
日
ヤ
ミ
ノ
ヨ
シ
ヲ
苛
ヒ
祝
二
無
常
ノ
苛
ヲ
苛

ヒ
夏
冬
苛
ヲ
ウ
タ
ウ
ハ
ア
ル
マ
シ
キ
事
也
。
又
女
房
ナ
ト
ノ
前
ニ
テ
ア

ソ
ヒ
'
ナ
サ
ケ
ア
ル
ト
コ
ロ
ニ
テ
蓬
莱
山
ナ
ン
ト
ウ
タ
ウ
ハ
フ
ル
メ
カ

(
9
)

シ
っ
　
如
此
事
ハ
苛
ヒ
モ
ノ
二
カ
キ
ラ
ス
楽
人
モ
同
事
也
C

と
い
う
'
今
様
に
お
け
る
折
に
合
わ
せ
て
の
謡
い
方
に
つ
い
て
の
説
明
か
あ

る
。
今
様
は
そ
の
折
々
に
合
う
謡
を
謡
う
べ
き
こ
と
で
'
『
九
十
百
抄
』

『
吉
野
楽
吉
』
な
ど
で
言
っ
て
い
る
'
「
折
に
合
ひ
め
で
た
か
り
き
」
　
「
ヲ

リ
二
ヨ
テ
ヒ
キ
ナ
サ
レ
ケ
リ
リ
　
尤
モ
輿
ア
リ
。
」
　
の
よ
う
に
折
に
合
う
今
様

は
め
で
た
く
て
興
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
'
.
.
つ
ま
り
'
も
と
の
謡
か
ら
l

歩
進
ん
で
そ
の
場
に
合
わ
せ
て
即
興
的
に
歌
詞
を
置
き
換
え
て
謡
う
の
が
'

今
様
の
謡
い
替
え
と
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
へ
　
こ
の
よ
う
な
見
地

か
ら
『
平
家
物
語
』
　
の
祇
王
の
謡
い
替
え
の
例
を
見
て
み
よ
う
O

二
　
祇
王
の
今
様
の
「
謡
い
替
え
」

『
平
家
物
語
』
巻
第
l
に
登
場
す
る
白
拍
子
祇
王
は
'
今
様
の
上
手
で
あ

っ
た
O
　
祇
王
は
'
人
道
相
国
平
桁
盛
が
権
勢
を
極
め
て
い
た
こ
ろ
へ
　
寵
愛
を

得
て
幸
福
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
'
仏
御
前
の
登
場
に
よ
っ
て
立
場
か
変

わ
り
へ
祇
王
は
冷
遇
さ
れ
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
り
里
下
が
り
を

し
て
'
途
方
に
暮
れ
て
い
る
祇
王
に
向
か
っ
て
、
清
盛
は
、
つ
れ
づ
れ
に
暮

-　日　-



ら
し
て
い
る
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
ち
　
呼
び
出
し
を
か
け
る
。
祇
王
は
最
初
拒

絶
し
た
が
へ
清
盛
の
脅
し
と
母
の
泣
き
落
と
し
に
よ
っ
て
推
参
す
る
こ
と
に

す
る
。
参
上
し
て
み
る
と
、
祇
王
の
席
は
以
前
よ
り
も
末
席
で
あ
っ
た
。
悲

し
み
に
悲
し
ん
で
い
る
祇
王
に
清
盛
は
仏
御
前
の
た
め
の
今
様
を
謡
わ
せ
る
。

今
少
々
長
い
か
当
該
部
分
を
引
用
す
る
。

其
後
人
道
へ
　
祇
王
が
心
の
う
ち
を
ば
知
り
給
は
ず
、
「
い
か
に
其
後

何
事
か
あ
る
C
　
さ
て
は
仏
御
前
か
あ
ま
り
に
つ
れ
ぐ
け
に
見
ゆ
る
に
'

今
様
へ
　
ひ
と
つ
う
た
へ
か
し
」
と
の
給
へ
ば
へ
　
祇
王
参
る
程
で
は
う
　
と

も
か
う
も
人
道
殿
の
仰
を
ば
背
ま
じ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
お
つ
る
な
み
だ

を
お
さ
へ
て
'
今
様
ひ
と
つ
ぞ
う
た
ふ
た
る
.
:

仏
も
む
か
し
は
凡
夫
な
り
　
我
等
も
終
に
は
仏
な
り

い
づ
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を
　
へ
だ
つ
る
も
の
こ
そ
か
な
し
け
れ

と
な
-
　
-
　
二
返
う
た
ふ
た
り
け
れ
ば
'
其
座
に
い
-
ら
も
な
み
ゐ
た

ま
へ
る
平
家
1
門
の
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
・
侍
に
至
る
ま
で
へ
　
皆

感
涙
を
ぞ
流
さ
れ
け
る
。

祇
王
の
謡
う
今
様
へ
　
「
仏
も
む
か
し
は
凡
夫
な
り
-
-
」
は
'
『
梁
塵
秘

抄
』
巻
第
二
の
二
三
二
番
歌
か
原
型
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
本

文
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

仏
も
昔
は
人
な
れ
を
,
我
等
も
終
に
は
仏
な
り
へ
三
身
仏
性
具
せ
る
身

こ

[

O

3

且

i
)
,
知
ら
・
%
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ

こ
の
今
様
は
　
『
梁
塵
秘
抄
」
　
の
雑
法
文
歌
の
中
に
所
収
さ
れ
て
い
て
'
浬

磐
経
に
典
拠
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
C
　
こ
の
謡
を
祇
王
は
我
が
身
の

境
遇
に
合
わ
せ
て
「
謡
い
替
え
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

祇
王
は
白
拍
子
で
'
白
拍
子
は
遊
女
・
仇
偏
女
と
並
ん
で
今
様
の
謡
い
手

で
あ
っ
た
。
祇
王
の
場
合
も
舞
と
今
様
が
清
盛
の
気
に
入
ら
れ
て
清
盛
の
寵

愛
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
O
そ
ん
な
祇
王
か
歌
詞
を
間
違
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
祇
王
は
今
様
の
歌

詞
を
わ
ざ
と
替
え
て
謡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
り
そ
の
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
と

こ
ろ
は
「
凡
夫
な
り
」
「
い
ず
れ
も
」
「
へ
だ
つ
る
も
の
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
へ
だ
つ
る
も
の
」
で
あ
る
ハ
`
「
へ
だ
つ
」
と
い

う
言
葉
は
「
間
に
物
事
・
距
牡
を
置
-
」
こ
と
で
'
そ
れ
は
物
事
に
対
し
て
言

う
場
合
が
多
い
か
へ
　
そ
れ
は
人
に
対
し
て
も
「
距
離
を
置
-
I
.
.
疎
み
遠
ざ
け

る
」
こ
と
と
し
て
使
わ
れ
る
つ
「
へ
だ
つ
J
J
と
い
う
用
例
を
『
古
今
和
歌
集
』

の
紀
貫
之
の
歌
か
ら
見
て
み
よ
う
。

(
-
-
)

白
雲
の
八
重
に
か
さ
な
る
遠
方
に
て
も
お
も
は
む
人
に
心
隔
つ
な

こ
の
歌
の
詞
書
は
「
陸
奥
国
へ
ま
か
り
け
る
人
に
'
よ
み
て
'
道
は
し
け
る
」

と
あ
り
へ
　
遠
い
国
へ
旅
立
つ
人
に
「
身
は
私
か
ら
遠
-
離
れ
て
も
心
だ
け
は

私
か
ら
疎
み
遠
ざ
け
な
い
で
、
ず
っ
と
思
い
続
け
て
-
だ
さ
い
」
と
い
う
意

味
で
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
「
隔
つ
」
は
'
あ
な
た
と
私
に
距
離
を

置
く
こ
と
で
あ
る
。
祇
王
の
謡
う
'
「
仏
も
む
か
し
は
凡
夫
な
り
-
・
・
・
へ
だ

つ
る
も
の
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
の
今
様
の
「
へ
だ
つ
」
も
『
古
今
和
歌
集
』
と

同
じ
解
釈
が
で
き
へ
　
「
清
盛
か
祇
王
を
疎
み
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
悲

し
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
け
ま
た
へ
「
へ
だ
つ
」
に
は
'
仏
御
前

と
祇
王
と
の
問
に
で
き
た
'
清
盛
の
寵
愛
の
隔
た
り
の
程
度
の
意
味
も
含
ま
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れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
ハ
`

次
に
へ
「
人
」
と
「
凡
夫
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
両
方
に
意
味
的
に
大
差
は
見

ら
れ
な
い
も
の
の
二
つ
の
言
葉
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
人
」
よ
り
は

「
凡
夫
」
の
方
か
よ
り
限
定
的
で
あ
る
点
で
あ
る
っ
　
「
人
」
は
、
世
間
1
般
の

人
を
言
い
'
そ
こ
に
は
身
分
の
高
い
人
も
低
い
人
も
含
ま
れ
る
'
:
　
し
か
し
'

「
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
高
貴
な
人
が
含
ま
れ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
り
　
こ
こ
で
も
や
は
り
「
人
」
を
「
凡
夫
」
に
「
謡
い
替
え
」
る
こ
と
に
よ
り
へ
　
同

じ
-
白
拍
子
の
出
身
で
あ
る
仏
御
前
と
祇
王
が
同
じ
出
の
人
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
つ

次
は
「
三
身
」
が
「
い
づ
れ
も
」
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
'
「
三
身
」
は
'

仏
教
語
と
し
て
'
仏
の
三
つ
の
身
体
を
言
う
。
三
つ
の
身
体
は
、
「
法
身
・

報
身
・
応
身
で
あ
り
'
法
身
と
い
う
の
は
、
形
を
超
え
た
真
如
の
悟
り
そ
の

も
の
・
報
身
は
、
菩
薩
か
願
と
行
と
に
報
わ
れ
て
得
る
仏
身
・
応
身
は
'
衆

一

卜

B

E

生
を
導
-
た
め
に
相
手
に
応
じ
て
現
れ
る
仏
の
身
体
」
へ
　
と
い
う
意
味
を
持

つ
こ
と
ば
で
あ
る
.
:
「
三
身
」
と
い
う
言
葉
を
「
い
づ
れ
も
」
と
い
う
言
葉
に
置

き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
祇
王
は
「
仏
御
前
も
我
が
身
も
い
づ
れ
も
同
じ

出
身
の
者
な
の
に
'
二
人
の
間
に
こ
ん
な
に
も
大
き
a
>
隔
た
り
か
生
じ
た
」

こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
り

こ
の
よ
う
に
へ
　
祇
王
は
も
と
の
今
様
の
歌
詞
に
'
今
の
我
が
身
の
境
遇
に

合
わ
せ
た
言
葉
を
う
む
い
具
合
に
「
折
」
に
合
う
歌
詞
に
置
き
換
え
た
今
様
を

謡
い
'
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
た
平
家
一
門
の
公
卿
・
殿
上
人
・
侍
に
至
る

ま
で
に
感
涙
を
流
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

三
　
千
手
の
今
様
の
「
謡
い
替
え
」
　
の
可
能
性

機
知
に
富
ん
だ
祇
王
の
よ
う
な
謡
い
替
え
で
は
な
い
が
'
『
古
今
著
聞

集
』
　
に
登
場
す
る
千
手
も
'
今
様
の
謡
い
方
に
よ
っ
て
状
況
が
逆
転
す
る
こ

と
に
な
る
例
と
し
て
は
興
味
深
い
。

紫
金
蔓
寺
御
室
に
千
手
と
い
う
'
笛
と
今
様
の
上
手
な
馳
童
　
(
観
愛
す
る

男
色
)
か
い
た
り
　
あ
る
日
へ
　
参
川
と
い
う
少
年
か
初
参
し
て
挙
や
歌
を
披
露

し
た
C
　
参
川
の
挙
や
歌
声
か
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
参
川
は
御
室
の
寵
愛
を

得
る
よ
う
に
な
る
.
:
千
手
は
'
参
川
よ
り
自
分
の
芸
が
劣
る
こ
と
を
恥
じ
て

追
出
し
て
し
ま
う
り
あ
る
日
そ
の
寺
で
'
守
党
法
親
王
が
参
加
し
た
酒
宴
か

開
か
れ
,
さ
ま
ざ
ま
の
遊
芸
が
行
わ
れ
る
中
で
'
親
王
は
千
手
を
呼
ん
で
今
一

様
を
謡
わ
せ
る
こ
と
を
言
い
出
し
'
批
室
は
千
手
に
推
参
す
る
こ
と
を
命
令

し
た
が
へ
　
千
手
は
病
気
を
口
実
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
再
三
の
召
し

出
し
が
下
さ
れ
宴
席
に
参
っ
た
千
手
は
次
の
よ
う
な
今
様
を
謡
う
り

過
去
概
数
の
諸
仏
に
も
　
　
　
す
て
ら
れ
た
る
を
は
い
か
ゞ
せ
ん

現
在
十
方
の
浄
土
に
も
　
　
　
往
生
す
べ
き
心
な
し

(
-
-
.
,

た
と
ひ
罪
業
を
も
く
と
も
　
　
引
摂
し
給
へ
弥
陀
仏

こ
の
今
様
を
謡
う
時
、
「
諸
仏
に
も
　
す
て
ら
れ
た
る
を
ば
い
か
ゞ
せ
ん
」
と

い
う
所
を
か
す
か
な
声
で
謡
う
。
千
手
の
思
い
あ
ま
る
心
の
色
が
見
え
た
の

で
'
そ
の
場
の
人
々
に
感
動
を
与
え
へ
特
に
御
室
は
は
な
は
だ
感
動
し
て
千

手
を
抱
き
か
か
え
て
寝
所
へ
連
れ
て
い
く
の
で
あ
る
っ
千
手
は
今
様
の
中
の

「
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
」
こ
と
を
「
我
が
身
は
榔
室
に
捨
て
ら
れ
た
」
こ
と
を



思
わ
せ
る
よ
う
な
謡
い
振
り
に
よ
っ
て
御
室
と
よ
り
を
戻
す
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
り
こ
こ
に
出
る
「
過
去
無
数
の
諸
仏
に
も
・
・
・
-
」
は
現
存
す
る
r
梁

塵
秘
抄
l
及
び
今
様
拾
造
物
に
は
未
見
の
も
の
で
あ
る
か
ち
散
逸
し
た
r
梁

塵
秘
抄
』
の
本
文
に
は
載
っ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
あ
り
得
る
。
そ
の
ゆ
え

に
へ
こ
の
今
様
か
も
と
の
謡
の
ま
ま
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
あ
る
程
度
変
わ
っ

て
い
る
の
か
は
散
逸
し
た
本
文
か
発
見
さ
れ
る
ま
で
分
か
る
す
べ
は
な
い
か
も

よ
り
を
戻
し
た
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
「
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
」
と
い

う
部
分
か
変
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
き
っ

と
『
鰭
源
抄
』
で
言
っ
て
い
る
「
折
」
に
合
う
今
様
を
上
手
い
目
芸
口
に
置
き
換

え
て
い
る
と
考
え
て
も
鰯
理
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
が
'
推
測
の

域
を
出
な
い
。

お
わ
リ
に

以
上
へ
「
謡
い
学
え
」
に
つ
い
て
実
際
行
わ
れ
て
い
た
例
と
'
そ
れ
を
踏
ま

え
て
「
謡
い
寧
え
」
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
な
ど
を
挙
げ
へ
な
る
ペ
-
現
在
残

さ
れ
て
い
る
形
の
ま
ま
を
参
考
に
し
て
考
察
を
行
っ
た
C
　
今
様
は
'
「
ヲ
リ
」

を
嫌
い
へ
す
な
わ
ち
、
「
ヲ
リ
」
に
合
う
謡
い
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
い
う
点
で
'
『
九
十
首
抄
』
　
『
吉
野
楽
書
』
に
見
え
る
資
賢
の
才
知
に
富

ん
だ
「
謡
い
替
え
」
は
今
様
の
論
に
合
致
し
て
い
る
O
そ
う
で
あ
れ
ば
'
『
平

家
物
語
』
の
祇
王
・
『
古
今
著
門
集
』
の
千
手
の
今
様
の
場
面
も
「
ヲ
リ
」
に

合
う
「
謡
い
替
え
」
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
っ
　
こ
の
よ
う
に

「
謡
い
替
え
」
と
い
う
の
は
'
即
興
的
に
行
わ
れ
る
が
た
め
に
へ
謡
い
手
の
才

知
が
要
求
さ
れ
る
.
:
才
知
の
発
揮
に
よ
っ
て
褒
め
ら
れ
た
り
、
状
況
が
逆
転

し
た
り
す
る
こ
と
も
祇
王
と
千
手
の
例
へ
そ
し
て
資
賢
の
例
か
ら
も
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
へ
謡
い
方
は
歌
詞
を
置
き
換
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
謡
い
替
え
」
の
例
が
多
い
が
へ
千
手
の
例
の
よ
う
に

自
分
の
境
遇
に
即
し
た
部
分
の
歌
詞
の
と
こ
ろ
を
声
を
小
さ
-
し
た
り
し
て

謡
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
様
と
い
う
の
か
歌
詞
と
し
て
残
っ
て

は
い
る
も
の
の
へ
音
律
は
消
え
去
る
の
で
は
っ
き
り
知
る
こ
と
は
難
し
い
か
ち

祇
王
・
千
手
の
よ
う
に
謡
い
方
に
よ
っ
て
状
況
か
変
わ
る
t
と
い
っ
た
こ
と

は
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
り

見
て
き
た
例
な
ど
は
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
共
な
ど
に
多
-
見
え
る
今
様
霊

験
詩
で
は
な
く
実
際
の
今
様
の
場
で
起
き
得
る
話
で
あ
る
.
.
∵
)
れ
ら
の
例
か

拭
蝣
I
"
-
て
あ
れ
ば
　
山
い
<
;
,
.
P
　
の
諭
は
Z
i
l
Z
.
き
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
蝣
・
-
蝣
'
?
,
"

あ
り
得
る
話
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
謡
い
替
え
」
の
論
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
も
う
1
点
、
用
例
か
ら
見
え
る
よ
う
な
違
い
は
、
一
見
『
平
家
物
語
』

と
『
梁
塵
秘
抄
』
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
写
上
の
過
誤
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

は
あ
る
が
'
一
般
的
に
考
え
て
「
し
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
」
と
「
へ
だ
つ
る
も
の

こ
そ
」
は
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
り
　
「
ヲ
リ
ヲ
キ
ラ
フ
へ
シ
」
と
い

っ
た
『
偲
源
抄
』
の
記
述
か
ら
し
て
も
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
今
様
の
内
容
と

『
平
家
物
語
』
の
今
様
の
内
容
の
ず
れ
は
書
写
上
の
過
誤
と
見
る
の
は
や
や

無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
C

今
回
は
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
集
・
楽
書
や
物
語
・
説
話
な
ど
に
載
っ
て
い

る
今
様
と
『
梁
塵
秘
抄
』
所
収
の
今
様
・
今
様
拾
造
物
か
ら
「
謡
い
替
え
」
と
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い
う
も
の
か
何
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
何
で
あ
る
か
を
考
察
し
た
が
へ
　
こ
れ

ら
の
「
謡
い
替
え
」
か
行
わ
れ
た
の
は
'
現
存
す
る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
歌
詞
本

文
か
ら
も
可
能
性
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
り
　
そ
れ
に
つ
い
て

は
別
稿
を
も
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔注〕

(
-
)
　
『
梁
塵
秘
抄
』
　
口
伝
集
巻
第
十
に
よ
る
と
'
『
梁
塵
秘
抄
』
　
の
編
纂

動
機
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
り

大
方
へ
　
詩
を
作
り
和
歌
を
詠
み
手
を
書
く
餌
は
'
古
き
留
め
つ
れ

ば
'
末
の
j
:
A
ま
で
も
朽
つ
る
事
無
し
り
　
声
技
の
悲
し
さ
こ
と
は
'

我
が
身
崩
れ
ぬ
る
後
へ
　
留
ま
る
事
の
無
き
な
り
リ
　
其
の
故
に
へ
　
亡

か
ら
む
後
に
人
見
よ
と
て
'
未
だ
世
に
無
き
今
様
の
口
伝
を
作
り

置
く
と
こ
ろ
な
り
。

(
2
)
新
問
進
一
縮
『
続
日
本
歌
謡
集
成
』
　
1
　
中
古
編
へ
　
東
京
堂
出
版
へ

昭
和
三
九
年
二
月

(
3
)
　
『
梁
塵
秘
抄
』
　
口
伝
集
巻
第
十
に
'

詠
む
歌
に
は
'
髄
脳
　
打
開
な
ど
云
う
多
-
有
り
げ
な
り
。
今
様

に
は
未
だ
さ
る
事
無
げ
れ
ば
'
俊
籍
が
髄
脳
を
倣
び
て
'
是
を
撰

と
こ
ろ
也
り

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
稿
者
が
私
に
つ
け
た
。

(
4
)
小
林
芳
規
他
校
注
『
梁
塵
秘
抄
　
閑
吟
集
　
狂
言
歌
謡
』
　
「
新
日
本

古
典
文
学
大
系
」
5
6
へ
　
平
成
五
年
六
月
。
以
下
F
梁
塵
秘
抄
』
　
の
本
文

は
こ
れ
に
よ
る
。

(
5
)
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
し
三
　
中
古
編
へ
春
秋
社
へ
　
昭
和
三

年
九
月
。

(
6
)
注
3
の
解
説
編
に
よ
る
C

(
7
)
　
『
続
群
書
類
従
』
第
十
九
韓
。

(
8
)
永
正
九
二
至
二
)
年
成
立
.
ー

(
9
)
　
日
本
古
典
全
集
に
よ
る
。

(
2
)
　
梶
原
正
昭
他
校
注
『
平
家
物
語
』
上
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
　
4
4
へ

岩
波
書
店
へ
　
平
成
三
年
六
月
り

(
‖
)
小
島
憲
之
仙
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
i
新
日
本
√
火
文
字
大
系
」
5
'

岩
波
書
店
へ
　
平
成
元
年
二
月
ハ
`
巻
第
八
・
離
別
歌
・
三
八
〇
番
歌
。

(
1
 
2
)
中
村
元
綱
『
仏
教
語
大
辞
典
』
上
巻
に
よ
る
、
ノ
　
「
三
身
」
　
の
出
典
は

「
『
合
部
金
光
明
経
』
　
三
身
分
別
品
第
三
・
　
f
金
光
_
川
正
勝
王
経
』
分

別
三
身
品
第
三
」
　
と
あ
る
。

(
2
)
永
培
安
明
他
校
注
『
古
今
著
聞
集
』
　
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
8
4
へ

岩
波
書
店
へ
　
昭
和
四
l
年
三
月
。
「
三
二
三
　
仁
和
寺
の
童
千
手
参
川

か
事
」
。

1
ク
・
ヘ
ギ
ョ
ン
'
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
-
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