
謡
曲
《
砧
》
―
―
〈
狂
気
〉
の
位
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篠 

原 

涼 
 

 

  

一 

は
じ
め
に 

 

能
に
い
わ
ゆ
る
〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
世
阿
弥
（
一

三
六
三
頃―

一
四
四
三
頃
）
は
『
風
姿
花
伝
』
で
「
思
ひ
故
の
物
狂
」
を
い
う
。

本
稿
で
は
、
世
阿
弥
が
「
物
狂
能
」
と
同
じ
く
「
思
ひ
故
の
物
狂
」
を
主
題
化
し

た
と
目
さ
れ
る
《
砧
》
（
四
番
目
物
・
執
心
女
物
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
〈
狂
気
〉

の
位
相
を
窺
う
。 

 

『
申
楽
談
儀
』
に
は
、
《
砧
》
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

 

静
成
し
夜
、
砧
の
能
の
節
を
聞
し
に
、
か
や
う
の
能
の
味
は
ひ
は
、
末
の
世

に
知
人
有
る
ま
じ
け
れ
ば
、
書
き
置
く
も
物
く
さ
き
由
、
物
語
せ
ら
れ
し
也
。 

 

《
砧
》
は
世
阿
弥
晩
年
の
作
。
し
か
し
、
音
阿
弥
が
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）

の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
、
翌
年
の
仙
洞
御
所
の
能
で
舞
っ
て
以
来
、
室
町
時
代
に
は

演
能
の
記
録
が
な
い
。
再
演
さ
れ
た
の
は
、
元
禄
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
さ
れ

る
が
（
１
）
、
右
は
本
曲
が
世
阿
弥
の
自
信
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

 二 

《
砧
》
の
〈
思
ひ
〉
、
〈
物
狂
〉 

〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
に
つ
い
て
は
「
偽
り
の
狂
気
」
説
が
通
説
化
し
て
い
る
。

「
能
の
「
物
狂
」
は
、
彼
ら
が
芸
能
者
と
い
う
資
格
で
行
動
し
て
い
る
。
」
（
２
）
、

「
即
興
的
芸
人
」
（
３
）
、
「
歌
舞
・
物
ま
ね
を
演
じ
る
人
や
旅
芸
人
」
（
４
）

と
い
っ
た
言
及
が
そ
れ
だ
が
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
た
大
谷
節
子
（
二
〇
〇
七
）
は
、

世
阿
弥
に
と
っ
て
は
「
心
ノ
如
ク
振
舞
」
う
行
為
、
す
な
わ
ち
「
極
め
て
人
間
的

な
純
粋
な
行
為
」
と
の
認
識
で
あ
っ
た
と
し
て
、
「
「
情
念
ニ
由
」
っ
て
惹
き
起

こ
さ
れ
る
、
惺
悟
す
る
こ
と
能
わ
ぬ
人
間
の
精
神
状
態
」
こ
そ
が
、
物
狂
能
で
描

か
れ
る
〈
狂
気
〉
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
５
）
。 

伝
統
的
な
「
憑
き
物
の
物
狂
」
だ
け
で
な
く
「
思
ひ
故
の
物
狂
」
を
も
主
題
化

す
る
世
阿
弥
は
、
『
風
姿
花
伝
』
の
な
か
で
、
「
親
に
別
れ
、
子
を
尋
ね
、
夫
に

捨
て
ら
れ
、
妻
に
後
る
ゝ
」
と
い
っ
た
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
る
〈
思
ひ
〉
に
目
を

向
け
、
そ
れ
を
〈
物
狂
〉
の
要
因
と
捉
え
て
い
る
。
大
谷
の
理
解
は
こ
れ
に
見
合

う
も
の
だ
が
、
で
は
、
《
砧
》
は
い
か
な
る
〈
思
ひ
〉
、
そ
れ
故
の
ど
の
よ
う
な

〈
物
狂
〉
を
語
っ
て
い
る
の
か
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
く
。 

 

《
砧
》
の
主
題
に
つ
い
て
、
石
黒
吉
次
郎
（
一
九
八
九
）
は
「
人
妻
の
恋
ふ
る

妄
執
と
、
そ
の
堕
地
獄
」
（
６
）
、
相
良
亨
（
一
九
九
〇
）
は
「
地
獄
に
お
ち
て

も
な
お
抑
え
き
れ
な
い
夫
を
慕
い
恨
む
恋
慕
の
情
」
（
７
）
と
捉
え
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
《
砧
》
が
語
る
〈
思
ひ
〉
〈
物
狂
〉
は
、
夫
へ
の
「
恋
慕
」
「
怨

恨
」
と
「
妄
執
」
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

〈
思
ひ
〉 

前
場
が
描
き
出
す
の
は
〈
思
ひ
〉
だ
が
、
そ
れ
は
以
下
の
シ
テ
の
科
白
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

( 1 )



シ
テ

 
 
 

わ
れ
は
忘
れ
ぬ
音
を
泣
き
て
、
袖
に
あ
ま
れ
る
涙
の
雨
の
、
晴
れ
間
稀
な
る 

心
か
な
。
（
第
二
段
、
サ
シ
） 

シ
テ

 
 
 

思
ひ
や
れ
げ
に
は
都
の
花
盛
り
、
慰
み
多
き
折
々
に
だ
に
、
憂
き
は
心
の
習 

ひ
ぞ
か
し
。
（
第
三
段
、
問
答
） 

地
謡

 
 
 

鄙
の
住
ま
ひ
に
秋
の
暮
、
人
目
も
草
も
か
れ
が
れ
の
、
契
り
も
絶
え
果
て
ぬ
、 

何
を
頼
ま
ん
身
の
行
方
。
（
第
三
段
、
下
ゲ
歌
） 

地
謡

 
 
 

思
ひ
出
は
身
に
残
り
、
昔
は
変
り
跡
も
な
し
。
げ
に
や
偽
り
の
、
な
き
世
な 

り
せ
ば
い
か
ば
か
り
、
人
の
言
の
葉
う
れ
し
か
ら
ん
、
お
ろ
か
の
心
や
な
、 

お
ろ
か
な
り
け
る
頼
み
か
な
。
（
第
三
段
、
上
ゲ
歌
） 

シ
テ

 
 
 

げ
に
や
わ
が
身
の
憂
き
ま
ま
に
、
古
言
の
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
ふ
ぞ
や
。（
第 

四
段
、
問
答
） 

シ
テ

 
 
 

わ
ら
は
も
思
ひ
や
慰
む
と
、
と
て
も
さ
び
し
き
呉
織
、
綾
の
衣
を
砧
に
打
ち 

て
、
心
を
慰
ま
ば
や
と
思
ひ
候
。
（
第
四
段
、
問
答
） 

シ
テ

 
 
 

馴
れ
て
臥
す
ま
の
床
の
上
、
ツ
レ

 
 

涙
片
敷
く
さ
莚
に
、 

シ
テ

 
 
 

思
ひ
を
述
ぶ 

る
便
り
ぞ
と
、 

ツ
レ

 
 

夕
霧
立
ち
寄
り
主
従
と
も
に
、 
シ
テ

 
 
 

恨
み
の
砧
打 

つ
と
か
や
。
（
第
五
段
、
掛
ケ
合
） 

シ
テ

 
 
 

音
づ
れ
の
、
稀
な
る
中
の
秋
風
に
、 

地
謡

 
 
 

憂
き
を
知
ら
す
る
夕
べ
か
な
。 

（
第
五
段
、
一
セ
イ
） 

地
謡

 
 
 

今
の
砧
の
声
添
へ
て
、
君
が
そ
な
た
に
吹
け
や
風
、
あ
ま
り
に
吹
き
て
松
風 

よ
、
わ
が
心
通
ひ
て
人
に
見
ゆ
な
ら
ば
、
そ
の
夢
破
る
な
。
破
れ
て
後
は
こ 

の
衣
、
誰
か
来
て
も
訪
ふ
べ
き
。
来
て
訪
ふ
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
、
衣
は
裁 

ち
も
へ
な
ん
。
夏
衣
、
薄
き
契
り
は
い
ま
は
し
や
。
（
第
六
段
、
上
ゲ
歌
） 

地
謡

 
 
 

か
の
七
夕
の
契
り
に
は
、
一
夜
ば
か
り
の
狩
衣
、
天
の
川
波
立
ち
隔
て
、
逢 

瀬
か
ひ
な
き
浮
舟
の
、
梶
の
葉
も
ろ
き
露
涙
、
二
つ
の
袖
や
し
を
る
ら
ん
。 

水
陰
草
な
ら
ば
、
波
打
ち
寄
せ
よ
う
た
か
た
。
（
第
六
段
、
（
ク
セ
）
） 

シ
テ

 
 
 

文
月
七
日
の
暁
や
、 

地
謡

 
 
 

八
月
九
月
、
げ
に
正
に
長
き
夜
、
千
声
万
声
の
、 

憂
き
を
人
に
知
ら
せ
ば
や
。
月
の
色
風
の
気
色
、
影
に
置
く
霜
ま
で
も
、
心 

凄
き
折
節
に
、
砧
の
音
夜
嵐
、
悲
し
み
の
声
虫
の
音
、
交
り
て
落
つ
る
露
涙
、 

ほ
ろ
ほ
ろ
は
ら
は
ら
は
ら
と
、
い
づ
れ
砧
の
音
や
ら
ん
。
（
第
六
段
、
（
ク 

セ
）
） 

 

「
三
年
」
の
別
離
を
経
て
侍
女
・
夕
霧
の
伝
言
に
「
こ
の
年
の
暮
に
は
必
ず
下
る

べ
き
よ
し
」
の
報
を
得
な
が
ら
も
、
「
晴
れ
間
」
な
く
「
憂
し
」
「
さ
び
し
」
「
悲

し
」
の
情
（
傍
線
部
）
に
沈
み
つ
つ
、
「
頼
み
」
と
「
恨
み
」
の
交
錯
（
波
線
部
）

の
中
で
「
思
い
出
」
を
生
き
（
二
重
傍
線
部
）
、
「
薄
き
契
り
」
に
す
が
り
、
砧

に
「
慰
み
」
を
求
め
る
シ
テ
。
夫
へ
の
恋
慕
の
情
と
「
言
の
葉
」
へ
の
不
信
、
心

変
わ
り
の
疑
念
の
〈
思
ひ
〉
を
「
述
（
延
）
ぶ
る
」
砧
の
音
（
ゴ
シ
ッ
ク
）
に
は
、

「
わ
が
心
通
ひ
て
人
に
見
ゆ
」
、
ま
た
「
憂
き
を
人
に
知
ら
せ
ば
や
」
と
の
期
待

が
込
め
ら
れ
て
も
い
た
。 

「
夏
衣
」
「
七
夕
」
「
文
月
七
日
」
「
八
月
九
月
」
の
語
の
連
続
は
、
帰
郷
の

報
を
得
て
か
ら
の
時
間
の
経
過
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
秋
の
暮
れ
、
そ

こ
に
届
い
た
の
が
「
都
よ
り
御
使
」
（
ア
イ
）
（
８
）
、
発
さ
れ
た
の
が
侍
女
夕

霧
の
「
い
か
に
申
し
候
。
殿
は
こ
の
秋
も
御
下
り
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
。
」
の
言

葉
だ
っ
た
。 

 

シ
テ

 
 
 

恨
め
し
や
せ
め
て
は
年
の
暮
を
こ
そ
、
偽
り
な
が
ら
待
ち
つ
る
に
、
さ
て
は 

は
や
ま
こ
と
に
変
り
果
て
給
ふ
ぞ
や
。 

地
謡

 
 
 

思
は
じ
と
、
思
ふ
心
も
弱
る 

か
な
。 

地
謡

 
 
 

声
も
枯
野
の
虫
の
音
の
、
乱
る
る
草
の
花
心
、
風
狂
じ
た
る 

心
地
し
て
、
病
の
床
に
臥
し
沈
み
、
つ
ひ
に
空
し
く
な
り
に
け
り
、
つ
ひ
に 

空
し
く
な
り
に
け
り
。
（
第
七
段
、
ク
ド
キ
・
下
ゲ
歌
・
上
ゲ
歌
） 

 

帰
郷
延
期
の
報
に
よ
っ
て
妻
は
「
狂
じ
」
、
死
へ
と
向
か
う
。
前
場
末
尾
の
右

( 2 )



の
科
白
が
後
場
〈
物
狂
〉
へ
の
端
緒
を
開
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
シ
テ
の
〈
思
ひ
〉

の
極
点
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

天
野
文
雄
（
二
〇
一
一
）
は
「
偽
り
な
が
ら
待
ち
つ
る
に
」
を
従
来
の
解
釈
で

あ
る
「
夫
の
言
葉
を
偽
り
と
思
い
な
が
ら
」
で
は
な
く
、
「
自
分
の
心
を
偽
り
な

が
ら
（
＝
ご
ま
か
し
な
が
ら
）
」
と
解
す
こ
と
を
提
案
す
る
（
９
）
。
「
さ
て
は

ま
こ
と
に
変
り
果
て
給
ふ
ぞ
や
。
」
―
―
偽
っ
て
い
た
の
は
夫
へ
の
不
信
感
（
「
言

葉
へ
の
不
信
」
「
心
変
わ
り
の
疑
念
」
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
思
は
じ
と
、
思

ふ
心
も
弱
る
か
な
。
」
―
―
自
ら
を
恋
慕
の
情
故
に
偽
り
続
け
る
意
力
の
衰
耗
が

招
き
寄
せ
る
絶
望
。
後
場
の
〈
物
狂
〉
は
、
「
恨
め
し
や
」
の
声
を
と
も
な
う
こ

の
絶
望
の
〈
思
ひ
〉
の
果
て
に
発
現
す
る
。 

か
く
し
て
《
砧
》
の
シ
テ
の
〈
思
ひ
〉
は
、
夫
へ
の
「
恋
慕
」
「
怨
恨
」
で
あ

り
な
が
ら
、
大
谷
の
い
う
「
極
め
て
人
間
的
な
純
粋
な
行
為
」
、
「
「
情
念
ニ
由
」

っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
」
「
人
間
の
精
神
状
態
」
＝
絶
望
と
し
て
、
濃
密
に
語
ら

れ
て
い
る
。 

〈
物
狂
〉 

 

シ
テ
の
〈
物
狂
〉
を
描
き
出
す
後
場
は
、
ア
イ
の
「
御
歎
き
は
限
り
な
く
候
へ

ど
も
、
と
て
も
返
ら
ぬ
道
に
な
り
果
て
給
ひ
て
候
ふ
間
、
せ
め
て
梓
に
御
掛
け
な

さ
れ
、
今
は
の
時
ま
で
御
手
馴
あ
り
し
、
砧
を
御
手
向
あ
り
、
そ
の
後
法
華
経
を

も
つ
て
、
御
弔
ひ
あ
ら
う
ず
る
と
の
御
事
」
と
の
説
明
を
承
け
、
芦
屋
の
某
（
ワ

キ
）
が
帰
郷
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
弔
い
の
場
に
招
か
れ
て
梓
弓
の
末
筈
に

宿
る
妻
の
霊
。
後
シ
テ
の
〈
物
狂
〉
は
、
前
場
末
段
の
「
恨
め
し
や
」
を
主
情
と

し
て
、
第
一
〇
段
で
は
「
因
果
の
妄
執
」
へ
の
、
第
一
一
段
で
は
「
執
心
の
面
影
」

へ
の
慨
嘆
を
も
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
く
。 

 

第
一
〇
段
は
、
絶
望
の
果
て
に
冥
途
に
至
り
、
「
う
た
か
た
の
、
あ
は
れ
は
か

な
き
身
の
行
方
」
を
嘆
く
シ
テ
の
、
夫
の
催
す
法
華
読
誦
供
養
の
な
か
で
業
苦
に

身
も
だ
え
る
姿
を
映
し
出
す
。 

生
者
の
弔
い
た
る
尽
善
尽
美
の
法
会
の
「
花
」
「
燈
」
は
死
者
に
「
娑
婆
の
春

を
あ
ら
は
し
」「
真
如
の
秋
の
月
を
見
す
る
」（
10
）
―
―
「
さ
り
な
が
ら
」（
11
）
、

冥
途
の
「
わ
れ
」
は
「
邪
淫
の
業
」
「
報
ひ
の
罪
」
を
も
っ
て
獄
卒
の
呵
責
に
苦

し
み
、
し
か
も
な
お
「
因
果
の
妄
執
」
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
手
向
け
ら
れ

た
「
今
は
の
時
ま
で
御
手
馴
あ
り
し
、
砧
」
は
、
冥
府
に
お
い
て
は
「
獄
卒
阿
防

羅
刹
の
、
笞
の
数
の
隙
も
な
く
、
打
て
や
打
て
や
の
報
ひ
の
砧
」
だ
っ
た
。
も
っ

て
生
前
の
所
業
を
「
恨
め
し
か
り
け
る
」
と
後
悔
し
な
が
ら
も
、
「
思
ひ
の
涙
」

は
「
砧
」
に
か
か
り
、
「
涙
は
か
へ
つ
て
、
火
炎
と
な
つ
て
」
「
胸
の
煙
の
炎
」

を
か
き
立
て
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
、
阿
防
羅
刹
の
「
呵
責
の
声
」
を
高
く
す

る
。
「
恐
ろ
し
や
」
。
し
か
し
、
「
妄
執
」
は
そ
の
恐
怖
の
な
か
で
も
収
ま
る
こ

と
は
な
い
。
こ
こ
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
惺
悟
す
る
こ
と
能
わ

ぬ
人
間
の
精
神
状
態
」
と
し
て
の
〈
物
狂
〉
で
あ
ろ
う
。 

 

第
一
一
段
は
、
そ
の
後
シ
テ
が
「
思
ひ
夫
」
へ
の
「
執
心
」
と
「
怨
情
」
に
引

き
裂
か
れ
る
姿
を
描
き
出
す
。 

「
火
宅
の
門
を
出
で
ざ
れ
ば
、
廻
り
廻
れ
ど
も
、
生
死
の
海
は
離
る
ま
じ
や
、

あ
ぢ
き
な
の
憂
き
世
や
」
。
断
ち
が
た
い
「
妄
執
」
に
「
身
の
行
方
」
を
任
せ
、

成
仏
解
脱
の
法
会
の
庭
に
背
を
向
け
る
シ
テ
。
し
か
し
な
お
「
（
冥
途
に
）
帰
り

か
ね
て
」
、
「
思
ひ
夫
」
と
の
「
二
世
と
契
り
て
も
な
ほ
、
末
の
松
山
千
代
ま
で

と
か
け
し
頼
み
」
の
昔
日
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
。
「
執
心
の
面
影
」
。
け
れ
ど

も
現
身
の
「
思
ひ
夫
」
は
「
夜
寒
の
衣
、
現
（
打
つ
）
と
も
、
夢
と
も
せ
め
て
」

「
思
ひ
知
ら
ず
」
、
「
頼
み
」
を
「
あ
だ
波
」
と
し
た
「
大
嘘
鳥
」
。
そ
こ
で
零

れ
落
ち
る
の
は
「
そ
も
か
か
る
人
の
心
か
」
「
恨
め
し
や
」
の
慨
嘆
ば
か
り
で
あ

る
。
「
執
心
」
が
募
ら
せ
る
「
怨
情
」
。
こ
こ
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
ま
た
、

「
惺
悟
す
る
こ
と
能
わ
ぬ
人
間
の
精
神
状
態
」
と
し
て
の
〈
物
狂
〉
で
あ
る
。 

「
思
は
じ
と
、
思
ふ
心
も
弱
る
」
シ
テ
を
「
恨
め
し
や
」
の
声
と
と
も
に
「
狂

じ
た
る
心
地
」
へ
と
誘
う
絶
望
の
〈
思
ひ
〉
。
そ
の
「
恨
め
し
」
の
情
念
は
、
「
因

( 3 )



果
の
妄
執
」
に
身
を
委
ね
、
六
道
輪
廻
の
決
定
を
「
憂
き
世
」
と
し
て
身
に
独
り

引
き
受
け
る
な
か
で
、
な
お
立
ち
上
が
る
昔
日
の
「
契
り
」
へ
の
「
執
心
」
故
の

「
思
ひ
夫
」
へ
の
「
怨
情
」
と
し
て
募
っ
て
い
く
。
《
砧
》
の
「
思
ひ
故
の
物
狂
」

は
、
現
世
と
冥
界
の
狭
間
で
宙
吊
り
に
な
り
な
が
ら
「
執
心
」
と
「
怨
情
」
に
引

き
裂
か
れ
て
「
惺
悟
す
る
こ
と
能
わ
ぬ
」
後
シ
テ
の
、
「
因
果
の
妄
執
」
の
〈
狂

気
〉
と
し
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。 

 三 

救
済
と
し
て
の
〈
狂
気
〉―

「
砧
」
の
修
辞
的
意
味 

 

こ
う
し
て
《
砧
》
は
、
世
阿
弥
が
「
物
狂
能
」
と
同
じ
く
「
思
ひ
故
の
物
狂
」

を
主
題
化
し
た
作
品
と
し
て
あ
り
、
そ
の
〈
狂
気
〉
の
内
実
は
「
妄
執
」
に
あ
る

が
、
本
作
は
、
見
て
き
た
後
場
の
〈
物
狂
〉
の
果
て
に
、
そ
の
シ
テ
の
「
成
仏
」

を
語
る
次
の
地
謡
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

地
謡

 
 
 

法
華
読
誦
の
力
に
て
、
法
華
読
誦
の
力
に
て
、
幽
霊
ま
さ
に
成
仏
の
、
道
明 

ら
か
に
な
り
に
け
り
。
こ
れ
も
思
へ
ば
か
り
そ
め
に
、
打
ち
し
砧
の
声
の
う 

ち
、
開
く
る
法
の
花
心
、
菩
提
の
種
と
な
り
に
け
り
、
菩
提
の
種
と
な
り
に 

け
り
。
（
第
一
二
段
、
キ
リ
） 

 ワ
キ
の
供
養
に
よ
る
シ
テ
の
「
宗
教
的
救
済
」
（
12
）
を
も
っ
て
曲
を
閉
じ
る
の

は
能
の
常
套
だ
が
、
本
作
に
特
徴
的
な
の
は
、
生
前
に
打
っ
た
「
砧
の
声
」
の
う

ち
に
「
菩
提
の
種
」
と
し
て
の
「
開
く
る
法
の
花
心
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
（
13
）
。
見
た
と
お
り
、
「
砧
」
は
後
場
で
は
「
獄
卒
阿
防
羅
刹
の
、

笞
の
数
の
隙
も
な
く
、
打
て
や
打
て
や
の
報
ひ
の
砧
」
だ
っ
た
。
「
邪
淫
の
業
」

の
「
報
ひ
」
（
獄
卒
呵
責
）
の
種
＝
「
砧
」
＝
「
菩
提
の
種
」
。
そ
こ
に
は
、
「
煩

悩
即
菩
提
の
実
現
」
（
14
）
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
な
じ
み
の
ス
キ
ー

マ
を
「
砧
」
モ
テ
ィ
ー
フ
の
両
義
性
に
即
し
て
掘
り
下
げ
て
い
く
趣
向
も
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
本
作
の
「
砧
」
の
声
を
辿
り
つ
つ
そ
の
趣
向
を
確
か
め
、

「
砧
」
を
機
縁
に
発
現
し
た
〈
物
狂
〉
の
、
煩
悩
と
菩
提
を
媒
介
す
る
〈
狂
気
〉

の
位
相
を
探
っ
て
み
た
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
「
物
狂
能
」
に
お
い
て
、
《
班
女
》
で
は
「
扇
」
、
《
桜
川
》
で

は
「
桜
」
、
《
花
筐
》
で
は
「
花
筐
」
が
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
〝
も
の
〟
は
単
に
作
中
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
Ｃ
・
ビ
エ
／
Ｃ
・
ト
リ
オ
ー
著
『
演
劇
学
の
教
科
書
』
は
、
演
劇
空
間
で
は

「
舞
台
上
に
置
か
れ
た
事
物
や
身
体
」
が
「
現
実
か
ら
は
み
出
し
て
、
現
実
を
単

に
模
倣
す
る
役
割
か
ら
逸
脱
」
し
、
「
現
実
の
単
な
る
模
倣
以
上
の
な
に
か

、
、
、
、
、
、
を
示

せ
る
よ
う
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
ド
ラ
マ
（
劇
）
の
空
間
は
こ
う

し
て
、
純
粋
に
想
像
の
空
間
（
た
と
え
ば
あ
る
人
物
の
心
的
活
動
）
、
夢
の
空
間
、

象
徴
的
な
空
間
、
造
形
的
な
空
間
な
ど
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。

「
修
辞
的
な
働
き
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
「
特
定
の
記
号
体
系
」
と
し
て
の
「
小
道

具
」
（
15
）
＝
〝
も
の
〟
。
《
班
女
》
の
「
扇
」
で
い
う
な
ら
ば
、
「
逢
ふ
」
の

意
味
や
「
秋
／
風
／
便
り
／
夕
暮
」
の
イ
メ
ー
ジ
連
関
、
ま
た
漢
詩
か
ら
和
歌
へ

と
続
く
班
婕
妤
の
故
事
と
の
繋
が
り
が
、
「
扇
」
の
修
辞
的
意
味
と
し
て
拡
が
っ

て
い
く
。 

 

《
砧
》
も
同
様
で
、
「
砧
」
や
砧
を
打
つ
行
為
で
あ
る
「
擣
衣
」
も
ま
た
、
「
現

実
を
模
倣
す
る
役
割
か
ら
逸
脱
」
し
て
「
修
辞
的
な
働
き
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
を

表
象
す
る
。
「
砧
」
の
両
義
性
は
こ
れ
に
関
わ
る
が
、
で
は
本
作
で
「
砧
」
は
い

か
な
る
修
辞
的
意
味
を
担
い
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
て
「
人
物
の
心

的
活
動
」
を
表
象
し
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
テ
ー
ゼ
の
掘
り
下
げ
に
参
与
し
て
い

る
の
か
。
以
下
、
場
面
に
即
し
て
考
察
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊ 

ま
ず
第
四
段
で
妻
の
耳
に
砧
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
場
面
。 
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シ
テ

 
 
 

あ
ら
不
思
議
や
、
何
や
ら
ん
あ
な
た
に
当
つ
て
物
音
の
聞
え
候
、
あ
れ
は
何 

に
て
あ
る
ぞ
。
（
第
四
段
、
問
答
） 

 

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
里
井
陸
朗
（
一
九
七
九
）
は
、 

 

今
ま
で
は
何
げ
な
く
き
き
す
ご
し
て
い
た
砧
の
音
が
特
別
の
意
味
と
ひ
び

き
を
も
っ
て
耳
朶
を
打
っ
た
（
16
）
。 

 

と
し
、
稲
田
秀
雄
（
一
九
八
四
）
は
里
井
論
を
受
け
る
形
で
、 

 

「
わ
が
身
」
の
憂
き
こ
と
を
深
く
思
い
屈
し
た
こ
の
時
点
に
お
け
る
シ
テ
の

心
情
と
た
ま
た
ま
聞
こ
え
て
き
た
砧
の
音
と
が
出
会
っ
て
始
め
て
、
シ
テ
に

思
い
も
よ
ら
ぬ
あ
ら
た
な
意
味
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（
17
）
。 

 

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
特
別
な
意
味
」
「
あ
ら
た
な
意
味
」
と
は
、
和

歌
世
界
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
「
砧
」
（
砧
を
打
つ
行
為
、
音
・
声
）
の
「
修
辞
的

な
働
き
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

増
田
欣
（
一
九
六
七
）
に
よ
れ
ば
、
「
擣
衣
」
が
歌
合
の
題
と
し
て
出
さ
れ
る

の
は
、
永
承
四
（
一
〇
四
九
）
年
「
後
冷
泉
院
御
時
歌
合
」
が
早
く
、
「
擣
衣
」

題
の
確
立
は
一
一
世
紀
半
ば
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
』
に
収

め
ら
れ
る
三
首
が
最
初
で
あ
る
が
、
『
千
載
』
『
詞
花
』
に
は
「
擣
衣
」
歌
は
撰

ば
れ
ず
、
『
千
載
』
以
後
の
歌
集
に
多
く
詠
ま
れ
、
『
新
古
今
』
に
至
っ
て
和
歌

に
お
け
る
「
擣
衣
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
確
立
し
て
い
く
（
18
）
。 

『
千
載
』
（
五
首
）
、
『
新
古
今
』
（
一
二
首
）
の
和
歌
を
見
る
と
い
く
つ
か

の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
砧
が
視
覚
的
で
は
な
く
聴
覚
的
に

．
．
．
．
認
識
さ
れ

る
も
の
（
音
・
声
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
音
を
、
砧
を

打
つ
本
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
第
三
者
が
聴
き
、
打
つ
人
物
の
心
情
が
推
量
的
に

詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
第
二
に
、
砧
を
打
つ
と
い
う
行
為
の
も
つ
意
味
性
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
漢
詩
に
お
け
る
「
擣
衣
」
題
の
変
遷
に
も
関
わ
る
が
（
19
）
、
元

来
、
「
擣
衣
」
題
が
漢
詩
の
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
雁
の
飛
来
に
よ
っ
て
辺

境
の
降
霜
を
想
い
寒
衣
を
擣
つ
と
い
う
六
朝
詩
以
来
の
類
型
」
（
20
）
の
影
響
を

受
け
、
「
夫
を
待
つ
妻
」
の
異
郷
の
夫
へ
向
け
た
恋
慕
・
怨
恨
の
情
が
込
め
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
「
た
が
た
め
に
い
か
に
う
て
ば
か
か
ら
衣
千
た
び
八
千
た
び
声
の

う
ら
む
る
（
千
載
・
秋
歌
下
・
三
四
一
・
藤
原
基
俊
）
」
や
「
秋
と
だ
に
わ
す
れ

ん
と
思
ふ
月
か
げ
を
さ
も
あ
や
に
く
に
う
つ
衣
か
な
（
新
古
今
・
秋
歌
下
・
四
八

〇
・
藤
原
定
家
）
」
な
ど
、
恋
慕
の
情
を
託
し
て
打
つ
砧
の
延
々
と
続
く
音
は
、

第
三
者
に
よ
っ
て
怨
恨
の
情
を
も
聞
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
「
月
／

夜
／
風
／
秋
／
露
／
雁
／
霜
」
な
ど
の
語
と
結
び
つ
き
、
秋
の
夜
長
の
寂
寥
や
哀

愁
を
喚
起
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
21
）
。 

《
砧
》
の
前
シ
テ
が
里
人
の
打
つ
砧
の
音
を
聞
い
た
と
き
の
「
特
別
な
意
味
」

「
あ
ら
た
な
意
味
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
世
界
で
形
成
さ
れ
た
「
砧
」
の
修

辞
的
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
テ
は
、
こ
う
し
た
三
種
に
わ
た
る
修
辞
的
意
味
を

孕
ん
だ
砧
の
音
と
出
会
う
こ
と
で
「
里
人
」
の
情
念
に
同
調
し
、
以
後
、
〈
物
狂
〉

へ
と
至
る
情
念
世
界
を
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
に
即
し
て
駆
動
さ
せ
て
い
く
。
そ

れ
は
、
前
節
引
用
の
詞
章
に
見
ら
れ
る
「
恨
み
の
砧
」
（
第
五
段
、
掛
ケ
合
）
、

「
月
の
色
風
の
気
色
、
影
に
置
く
霜
ま
で
も
、
心
凄
き
折
節
に
、
砧
の
音
夜
嵐
、

悲
し
み
の
声
虫
の
音
、
交
り
て
落
つ
る
露
涙
、
ほ
ろ
ほ
ろ
は
ら
は
ら
は
ら
と
、
い

づ
れ
砧
の
音
や
ら
ん
。
」
（
第
六
段
、
（
ク
セ
）
）
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
。
金

井
清
光
（
一
九
六
九
）
は
こ
れ
ら
の
「
修
辞
的
な
働
き
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
る
情
念
世
界
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
説
明
し
て
い
る
。 

 

聞
き
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
砧
の
音
さ
え
今
は
何
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど

( 5 )



心
が
乱
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
砧
の
段
は
物
狂

能
に
お
け
る
シ
テ
の
狂
乱
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（
22
）
。 

 

前
場
に
お
け
る
「
思
ひ
」
の
演
出
に
も
描
き
出
さ
れ
る
〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
。

そ
れ
は
恋
慕
・
怨
恨
の
情
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
故
、
こ
の
〈
狂
気
〉
は

「
煩
悩
」
の
具
体
を
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
に
即
し
て
掘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
に
見

出
だ
さ
れ
た
情
念
の
形
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊ 

さ
て
、
「
里
人
」
の
打
つ
砧
の
音
を
耳
に
し
た
前
シ
テ
は
、
そ
こ
で
「
古
事
」

（
蘇
武
故
事
）
」
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

シ
テ

 
 
 

唐
土
に
蘇
武
と
い
つ
し
者
、
胡
国
と
や
ら
ん
に
捨
て
置
か
れ
し
に
、
古
里
に 

留
め
置
き
し
妻
や
子
の
、
夜
寒
の
寝
覚
を
思
ひ
や
り
、
高
楼
に
上
っ
て
砧
を 

打
つ
。
志
の
末
通
り
け
る
か
、
万
里
の
外
な
る
蘇
武
が
旅
寝
に
、
故
郷
の
砧 

聞
こ
え
け
り
。
わ
ら
は
も．
思
ひ
や
慰
む
と
、
と
て
も
さ
び
し
き
呉
織
、
綾
の 

衣
を
砧
に
打
ち
て
、
心
を
慰
ま
ば
や
と
思
ひ
候
（
第
四
段
、
問
答
） 

 

『
漢
書
』
「
蘇
武
伝
」
や
『
平
家
物
語
』
巻
二
「
蘇
武
」
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ

て
い
る
「
蘇
武
雁
書
」
譚
は
、
《
砧
》
後
場
第
一
一
段
で
も
「
蘇
武
が
旅
雁
に
文

を
付
け
、
万
里
の
南
国
に
至
り
し
も
、
契
り
の
深
き
志
、
浅
か
ら
ざ
り
し
ゆ
ゑ
ぞ

か
し
。
」
の
地
謡
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
蘇
武
で
は
な
く
そ
の
妻
子
の

行
為
と
し
て
の
「
夜
寒
の
寝
覚
を
思
ひ
や
り
、
高
楼
に
上
っ
て
砧
を
打
つ
。
」
が

語
ら
れ
て
い
る
。
同
類
話
が
日
蓮
遺
文
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
稲
田
秀
雄
（
一
九
八

四
）
等
に
指
摘
が
あ
る
が
（
23
）
、
シ
テ
に
あ
え
て
こ
の
故
事
を
語
ら
せ
て
い
る

点
は
、
「
修
辞
的
な
働
き
を
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。 

稲
田
は
、
こ
の
蘇
武
妻
子
故
事
の
語
り
を
「
女
性
の
側
の
発
想
」
に
よ
る
も
の

と
し
た
上
で
、
こ
の
故
事
を
想
起
す
る
シ
テ
に
、
自
ら
も
そ
の
蘇
武
の
妻
た
ら
ん

と
す
る
、
「
断
絶
し
た
二
つ
の
時
空
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
交
流
の
試
み
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。 

そ
れ
が
「
試
み
」
だ
っ
た
こ
と
は
、
引
用
後
半
の
「
わ
ら
は
も．
思
ひ
や
慰
む
と
、

と
て
も
さ
び
し
き
呉
織
、
綾
の
衣
を
砧
に
打
ち
て
、
心
を
慰
ま
ば
や
と
思
ひ
候
」

に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
「
里
人
」
に
同
調
し
た
シ
テ
は
、
「
砧
」
を
介
し
て
蘇

武
妻
子
故
事
を
想
起
し
、
更
な
る
同
期
を
故
事
と
果
た
し
て
「
思
ひ
夫
」
の
「
旅

寝
に
、
故
郷
の
砧
聞
こ
え
」
て
「
志
の
末
通
」
る
事
態
を
夢
想
す
る
。
け
れ
ど
も
、

「
試
み
」
と
し
て
の
「
慰
め
」
の
夢
想
は
や
が
て
肥
大
化
し
、
故
事
の
再
現
が
自

ら
の
現
実
に
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

シ
テ

 
 
 

い
ざ
い
ざ
砧
打
た
ん
と
て
、
馴
れ
て
臥
す
ま
の
床
の
上
、
…
… 

思
ひ
を
述 

ぶ
る
便
り
ぞ
と
、
…
… 

恨
み
の
砧
打
つ
と
か
や
。
（
第
五
段
、
掛
ケ
合
） 

地
謡

 
 
 

衣
に
落
つ
る
松
の
声
、
夜
寒
を
風
や
知
ら
す
ら
ん
。
（
第
五
段
、
次
第
） 

シ
テ

 
 
 

音
づ
れ
の
、
稀
な
る
中
の
秋
風
に
、 

地
謡

 
 
 

憂
き
を
知
ら
す
る
夕
べ
か
な
。 

 

シ
テ

 
 
 

遠
里
人
も
眺
む
ら
ん
。
（
第
五
段
、
一
セ
イ
） 

シ
テ

 
 
 

面
白
の
折
か
ら
や
、
頃
し
も
秋
の
夕
つ
方
、 

地
謡

 
 
 

牡
鹿
の
聲
も
心
凄
く
、 

見
ぬ
山
風
を
送
り
来
て
、
梢
は
い
づ
れ
一
葉
散
る
、
空
す
さ
ま
じ
き
月
影 

の
、
軒
の
忍
に
う
つ
ろ
ひ
て
、 

シ
テ

 
 
 

露
の
玉
垂
れ
か
か
る
身
の
、 

地
謡

 
 
 

思 

ひ
を
述
ぶ
る
夜
す
が
ら
か
な
。
（
第
六
段
、
サ
シ
） 

地
謡

 
 
 

蘇
武
が
旅
寝
は
北
の
国
、
こ
れ
は
東
の
空
な
れ
ば
、
西
よ
り
来
た
る
秋
風
の
、 

吹
き
送
れ
と
、
間
遠
の
衣
打
た
う
よ
。
…
… 

今
の
砧
の
声
添
へ
て
、
君
が 

そ
な
た
に
吹
け
や
風
。
あ
ま
り
に
吹
き
て
松
風
よ
、
我
が
心
通
ひ
て
人
に
見 

ゆ
な
ら
ば
、
そ
の
夢
破
る
な
。
破
れ
て
後
は
こ
の
衣
、
誰
か
来
て
も
訪
ふ
べ 

き
。
来
て
訪
ふ
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
、
衣
は
裁
ち
も
替
へ
な
ん
。
夏
衣
、
薄 
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き
契
り
は
い
ま
は
し
や
、
君
が
命
は
長
き
夜
の
、
月
に
は
と
て
も
寝
ら
れ
ぬ 

に
、
い
ざ
い
ざ
衣
打
た
う
よ
。
（
第
六
段
、
歌
・
上
ゲ
歌
） 

地
謡

 
 
 

八
月
九
月
、
げ
に
正
に
長
き
夜
、
千
声
万
声
の
、
憂
き
を
人
に
知
ら
せ
ば
や
。 

月
の
色
風
の
気
色
、
影
に
置
く
霜
ま
で
も
、
心
凄
き
折
節
に
、
砧
の
音
夜
嵐
、 

悲
し
み
の
声
虫
の
音
、
交
り
て
落
つ
る
露
涙
、
ほ
ろ
ほ
ろ
は
ら
は
ら
は
ら
と
、 

い
づ
れ
砧
の
音
や
ら
ん
。
（
第
六
段
、
（
ク
セ
）
） 

 「
思
ひ
を
の
ぶ
る
（
述
・
延
）
」
「
慰
め
」
の
砧
打
ち
は
、
や
が
て
「
夜
寒
」
「
憂

き
」
の
伝
達
、
「
遠
里
人
」
と
の
交
感
、
そ
の
夢
中
へ
の
自
ら
の
現
れ
、
待
望
の

帰
郷
へ
の
期
待
へ
と
膨
ら
ん
で
い
く
。
そ
こ
に
紛
れ
込
む
「
映
（
移
）
ろ
ひ
」
、

「
（
夢
）
破
れ
」
、
不
帰
郷
、
「
薄
き
契
り
」
へ
の
不
安
。
そ
の
交
錯
の
中
で
、

恋
慕
の
情
に
安
寧
を
祈
り
つ
つ
も
「
憂
き
」
に
耐
え
き
れ
ず
洩
れ
る
涙
。
蘇
武
妻

子
故
事
に
関
わ
る
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
は
、
こ
う
し
て
恋
慕
・
怨
恨
の
情
に
由

来
す
る
〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
の
事
態
を
描
き
出
す
。
こ
の
〈
狂
気
〉
も
ま
た
、

「
煩
悩
」
の
具
体
を
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
に
即
し
て
掘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
に
見

出
だ
さ
れ
た
情
念
の
形
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊ 

 

「
思
ひ
故
の
物
狂
」
の
「
思
ひ
」
を
演
出
す
る
前
場
は
、
「
砧
」
の
和
歌
世
界
・

漢
故
事
に
関
わ
る
修
辞
的
意
味
を
介
し
て
恋
慕
・
怨
恨
の
「
煩
悩
」
の
、
そ
の
情

念
の
形
を
〈
狂
気
〉
と
し
て
語
り
出
す
。
そ
し
て
後
場
で
は
、
前
場
末
段
の
絶
望

を
承
け
て
、
現
世
と
冥
界
の
狭
間
で
宙
吊
り
に
な
り
な
が
ら
「
因
果
の
妄
執
」
に

身
を
任
せ
「
執
心
」
と
「
怨
情
」
に
引
き
裂
か
れ
て
「
惺
悟
す
る
こ
と
能
わ
ぬ
」

後
シ
テ
の
、
そ
の
「
煩
悩
」
の
情
念
の
究
極
の
形
が
〈
狂
気
〉
と
し
て
演
じ
ら
れ

る
。 

 

「
煩
悩
即
菩
提
」
―
―
、
「
煩
悩
」
を
「
菩
提
」
の
機
縁
で
あ
る
と
し
て
両
者

の
不
二
相
即
を
説
く
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
し
か
し
、
真
如
の
現
れ
と
し
て
の
「
煩
悩
」

を
前
提
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
を
通
じ
て
人
の
情
念
の

究
極
の
形
を
〈
狂
気
〉
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
「
極
め
て
人
間
的
な
純
粋
な
行

為
」
と
し
て
演
出
し
た
本
作
は
、
「
煩
悩
」
を
真
如
の
現
れ
と
し
て
描
き
出
し
た

も
の
と
評
せ
よ
う
。
「
煩
悩
即
菩
提
」
は
知
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
『
法
華
玄

義
』
の
説
く
と
こ
ろ
。
「
法
華
読
誦
の
力
」
で
「
幽
霊
ま
さ
に
成
仏
の
、
道
明
ら

か
に
」
な
っ
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
真
如
と
し
て
の
〈
狂
気
〉
。
そ
れ
は
「
煩

悩
即
菩
提
」
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
「
成
仏
」
（
救
済
）
の
要
件
を
構
成
す
る
位

相
に
あ
る
。 

た
だ
し
、
こ
の
「
成
仏
」
に
は
、
「
砧
」
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
修
辞
的
意
味

も
介
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

『
釈
氏
要
覧
』
の
「
犍
椎
」
の
項
に
は
「
鐘
磬
、
石
板
、
木
板
、
木
魚
、
砧．
搥．
」

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
24
）
。
こ
れ
ら
は
「
聲
有
て
能
く
衆
を
集
る
」
も
の
だ
が
、

『
大
比
丘
三
千
威
儀
』
に
は
「
都
摩
波
利
揵
椎
有
五
事
。
一
者
當
會
。
二
者
常
會

讀
經
。
三
者
布
薩

．
．
．
．
。
四
者
會
僧
飯
。
五
者
一
切
非
常
。
」
（
25
）
と
あ
る
。
注
意

さ
れ
る
の
は
「
布
薩
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
布
薩
と
は
「
半
月
に

一
度
、
定
め
ら
れ
た
地
域
〈
結
界
〉
に
い
る
比
丘
達
が
集
ま
っ
て
、
波
羅
提
木
叉

（
＝
戒
本
）
を
誦
し
て
自
省
す
る
集
会
」
（
26
）
の
こ
と
だ
が
、
『
増
一
阿
含
経
』

に
も
「
揵
椎
を
撃
て
。
然
る
所
以
は
、
今
七
月
十
五
日
、
是
れ
、
受
歳
．
．
の
日
な
れ

ば
な
り
」
（
27
）
と
あ
っ
て
、
「
砧
」
が
懺
悔
の
儀
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
曹
洞
宗
の
僧
侶
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
八
―
一
三

二
五
）
の
著
し
た
『
瑩
山
清
規
』
の
月
中
行
事
「
菩
薩
戒
布
薩
式
」
に
も
、
「
衆

當
一
心
念
布
薩
。
願
上
中
下
座
各
次
第
如
法
受
籌
鳴
槌
。
」
（
28
）
な
ど
と
あ
り
、

自
省
・
懺
悔
の
布
薩
は
槌
砧
の
音
の
中
で
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
智
顗
『
摩
訶
止
観
』
（
巻
六
下
）
に
は
、 

 

天
子
聞
玄
、
悟
無
生
忍
。
是
二
大
士
、
槌
砧
更
扣
。
令
難
悟
者
悟
難
悟
法
。 
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天
子
玄
を
聞
き
て
、
無
生
忍
を
悟
る
。
是
二
大
士
、
槌
砧
更
に
扣
い
て
、
悟
り
難

．
．
．

き
者
を
し
て
悟
り
難
き
法
を
悟
ら
し
む

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
（
29
） 

 

の
文
言
が
あ
り
、
知
顗
『
法
華
玄
義
』
を
論
じ
た
荊
渓
湛
然
（
七
一
一
―
七
八
二
）

『
法
華
玄
義
釈
籖
』
の
「
十
不
二
門
」
に
つ
い
て
、
四
明
知
礼
（
九
六
〇
―
一
〇

二
八
）
が
注
釈
を
加
え
た
『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
に
は
、
次
の
一
節
が
あ
る
。 

 

今
更
自
立
一
譬
、
雙
明
兩
重
能
所
。
如
器
諸
淳
朴
、
豈
單
用
槌
、
而
無
砧
邪
。

故
知
、
槌
砧
自
分
能
所
。
若
望
淳
朴
、
皆
屬
能
也
。 

今
、
更
に
自
ら
一
の
譬
を
立
て
て
雙
べ
て
両
重
の
能
所
を
明
さ
ん
。
諸
の
淳
朴
を

器
と
す
る
が
如
き
、
豈
、
単
に
槌
を
用
っ
て
而
も
砧
無
か
ら
ん
耶
。
故
に
知
ん
ぬ
、

槌
と
砧
と
自
ら
能
所
を
分
つ
に
、
若
し
淳
朴
に
望
む
れ
ば
皆
能
に
属
す
る
な
り
。

（
30
） 

 

こ
れ
は
、
十
乗
観
法
の
第
一
に
位
置
づ
く
「
観
不
思
議
境
」
の
「
両
重
能
所
説
」

を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
喩
え
に
「
槌
砧
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
両

重
の
能
所
」
と
は
、
「
槌
（
＝
観
）
」「
砧
＝
（
不
思
議
）
」「
淳
朴
（
＝
境
）
」
と
対

応
す
る
「
観
不
思
議
境
」
に
つ
い
て
、
「
槌
（
＝
観
）
」
が
「
砧
（
＝
不
思
議
）
」

に
対
す
れ
ば
「
槌
」
が
能．
、
「
砧
」
が
所．
と
な
り
、
ま
た
、
「
槌
砧
（
＝
観
不
思

議
）
」
が
「
淳
朴
（
＝
境
）
」
に
対
す
れ
ば
「
槌
砧
」
が
能．
、
「
淳
朴
」
が
所．
と

な
る
と
い
う
二
重
の
能
所
関
係
を
い
う
。
「
淳
朴
」
と
は
「
未
だ
治
せ
ざ
る
素
材
」

（
31
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
一
念
の
妄
心
に
喩
」
（
32
）
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
二
重
能
所
に
お
い
て
は
、
「
槌
砧
」
が
一
つ
の
「
能
」
と
な
っ
て
「
淳
朴
」

＝
「
一
念
の
妄
心
」
を
治
し
、
器
（
法
器
）
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。 

池
田
魯
参
（
一
九
七
八
）
は
、
「
十
境
（
陰
入
界
境
・
煩
悩
境
・
病
患
境
・
業

相
境
・
魔
事
境
・
禅
定
境
・
諸
見
境
・
上
慢
境
・
二
乗
境
・
菩
薩
境
）
と
し
て
現

わ
れ
る
、
転
変
万
化
し
て
あ
る
こ
の
「
一
念
心
」
を
原
点
に
す
え
て
、
こ
の
現
実

の
生
が
不
思
議
の
境
（
三
諦
）
と
観
成
さ
れ
て
あ
る
（
三
観
）
こ
と
が
、
天
台
観

心
の
基
本
形
で
あ
る
」
（
33
）
と
す
る
。
「
転
変
万
化
し
て
あ
る
「
一
念
心
」
＝

「
迷
妄
」
＝
「
現
実
の
生
」
＝
真
如
の
「
観
心
」
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
テ
ー
ゼ

に
関
わ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
一
念
心
」
＝
迷
妄
を
治
す
る
の
が
「
槌
砧
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
《
砧
》
が
描
く
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
物
語
に
重
な
る
。 

本
作
に
お
い
て
は
、
「
砧
」
打
ち
に
よ
っ
て
嵩
じ
た
情
念
こ
そ
が
後
場
第
一
〇

段
で
「
邪
淫
の
業
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
「
妄
心
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
「
煩
悩
」
の
表
象
が
「
砧
の
音
」
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
砧
の
音
」
（
「
槌

砧
」
）
は
「
一
念
心
」
＝
迷
妄
＝
妄
執
＝
「
煩
悩
」
退
治
の
宗
教
的
な
修
辞
的
意

味
を
も
担
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
テ
の
「
煩
悩
」
を
増
長
さ
せ
た
「
砧
」
打

ち
は
、
そ
の
ま
ま
（
即
）
迷
妄
退
治
＝
「
菩
提
」
へ
の
「
砧
」
打
ち
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
「
こ
れ
も
思
へ
ば
か
り
そ
め
に
、
打
ち
し
砧
の
声
の
う
ち
、
開
く
る

法
の
花
心
、
菩
提
の
種
と
な
り
に
け
り
。
」
と
は
こ
れ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
媒
介
し
た
「
極
め
て
人
間
的
な
純
粋
な
行
為
」
と
し
て
の
〈
狂

気
〉
、
人
の
情
念
の
究
極
の
形
を
「
現
実
の
生
」
（
真
如
）
と
し
て
描
き
出
し
た

〈
狂
気
〉
は
、
い
わ
ば
救
済
と
し
て
の
〈
狂
気
〉
の
位
相
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

四 

お
わ
り
に―

美
と
し
て
の
狂
気 

 

こ
う
し
て
、
「
物
狂
能
」
と
同
様
に
「
思
ひ
故
の
物
狂
」
を
主
題
化
し
た
世
阿

弥
作
能
《
砧
》
は
、
「
砧
」
の
修
辞
的
意
味
を
展
開
さ
せ
て
「
煩
悩
即
菩
提
」
の

テ
ー
ゼ
を
掘
り
下
げ
た
曲
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
は
、

「
現
実
の
生
」
に
お
け
る
情
念
の
究
極
の
形
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

真
如
と
し
て
菩
提
へ
の
器
、
救
済
へ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

救
済
と
し
て
の
〈
狂
気
〉
―
―
、
能
に
い
わ
ゆ
る
〈
物
狂
〉
の
〈
狂
気
〉
の
位

相
を
さ
ぐ
る
本
稿
は
、
こ
れ
を
一
先
ず
の
結
論
と
す
る
が
、
世
阿
弥
の
発
言
を
伝

( 8 )



え
る
『
拾
玉
得
花
』
に
は
、
〈
物
狂
〉
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

 

物
狂
な
ん
ど
の
事
は
、
恥
を
さ
ら
し
、
人
目
を
知
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
是
を
当

道
の
賦
物
に
入
べ
き
事
は
な
け
れ
共
、
猿
楽
事
と
は
是
な
り
。
女
な
ん
ど
は
、

し
と
や
か
に
、
人
目
を
忍
ぶ
も
の
な
れ
ば
、
見
聞
に
さ
の
み
見
所
な
き
に
、

物
狂
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
舞
を
舞
い
、
歌
を
謡
い
て
狂
言
す
れ
ば
、
も
と
よ
り

み
や
び
た
る
女
姿
に
、
花
を
散
ら
し
、
色
香
を
ほ
ど
こ
す
見
風
、
是
又
な
に

よ
り
も
面
白
き
風
姿
也
。
然
者
、
こ
の
位
を
得
た
る
為
手
は
、
上
花
な
る
べ

し
。
是
、
面
白
き
我
意
分
也
。 

 

「
猿
楽
事
」
と
し
て
の
「
み
や
び
た
る
女
姿
」
の
〈
物
狂
〉
に
見
出
だ
さ
れ
る
「
花

を
散
ら
し
、
色
香
を
ほ
ど
こ
す
見
風
」
。
世
阿
弥
は
こ
れ
を
「
な
に
よ
り
も
面
白

き
風
姿
」
と
評
し
て
い
る
。 

美
と
し
て
の
〈
狂
気
〉
―
―
、
「
現
実
の
生
」
に
お
け
る
情
念
の
究
極
の
形
を

象
る
〈
狂
気
〉
は
、
演
劇
空
間
に
お
い
て
は
、
常
は
「
し
と
や
か
に
、
人
目
を
忍

ぶ
」
「
女
」
な
る
も
の
の
「
極
め
て
人
間
的
な
純
粋
な
行
為
」
と
し
て
、
「
上
花
」

の
美
の
「
見
風
」
「
風
姿
」
を
な
す
と
い
う
。
こ
の
も
う
一
つ
の
〈
物
狂
〉
の
〈
狂

気
〉
こ
そ
が
演
劇
と
し
て
の
能
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
位
相

に
つ
い
て
は
後
考
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。 

 

注 １ 

表
章
「
〈
砧
〉
の
能
の
廃
絶
と
中
興
」
（
『
観
世
』
四
五
巻
一
〇
号
、
一
九
七
九
）
。 

２ 

小
山
弘
志
／
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

謡
曲
集
（
二
）
』

「
百
万
」
頭
注
、
二
二
頁
。 

３ 

香
西
精
『
能
謡
新
考
―
世
阿
弥
に
照
ら
す
―
』
「Ⅱ

作
品
研
究 

桜
川
」
（
檜
書
店
、 

一
九
七
二
）
、
二
五
一
頁
。 

４ 

表
章
／
加
藤
周
一
校
注
『
世
阿
弥 

禅
竹
』
（
日
本
思
想
大
系
新
装
版
「
芸
の
思
想
・ 

道
の
思
想
一
」
）
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
、
二
三
頁
。 

５ 

大
谷
節
子
『
世
阿
弥
の
中
世
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
）
、
二
一
三
―
二
一
四
頁
。 

６ 

石
黒
吉
次
郎
「
謡
曲
「
砧
」
と
世
阿
弥
」
（
『
日
本
文
学
』
三
八
巻
六
号
、
一
九
八 

九
）
、
二
二
頁
。 

７ 

相
良
亨
『
世
阿
弥
の
宇
宙
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
〇
）
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
。 

８ 

古
本
系
に
は
使
者
が
到
着
し
た
と
い
う
詞
章
は
な
い
。
ま
た
、
現
行
曲
で
は
第
七
段 

問
答
部
分
に
、
金
剛
流
は
「
た
だ
今
都
よ
り
御
使
ひ
下
り
」
、
上
掛
系
（
観
世
・
宝 

生
）
で
は
「
都
よ
り
人
の
参
り
て
候
ふ
が
」
と
あ
る
。
現
行
曲
の
間
狂
言
詞
章
に
は
古 

本
系
本
文
へ
の
解
釈
が
作
用
し
た
と
み
て
、
こ
こ
で
は
「
都
よ
り
御
使
」
を
補
っ
た
。 

９ 

天
野
文
雄
「
世
阿
弥
の
《
砧
》
を
読
み
解
く
」
（
『
お
も
て
』
一
一
〇
号
、
二
〇
一
一 

）
、
七
頁
。 

10 

瞿
曇
法
智
譯
『
佛
爲
首
迦
長
者
説
業
報
差
別
經
』
に
は
「
奉
施
燈
明
得
十
種
功
德
」
と 

し
て
以
下
を
挙
げ
て
い
る
。「
若
有
衆
生
。
奉
施
燈
明
。
得
十
種
功
德
。
一
者
照
世
如
燈
。 

二
者
隨
所
生
處
。
肉
眼
不
壞
。
三
者
得
於
天
眼
。
四
者
於
善
惡
法
。
得
善
智
慧
。
五
者
除 

滅
大
闇
。
六
者
得
智
慧
明
。
七
者
流
轉
世
間
。
常
不
在
於
黑
闇
之
處
。
八
者
具
大
福
報
。 

九
者
命
終
生
天
。
十
者
速
證
涅
槃
。
是
名
施
燈
明
得
十
種
功
德
。
」
（S

A
T

大
正
新
脩
大 

藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス2

0
1

2

版
・N

o
. 0

0
8

0

） 

11 

謡
曲
に
お
い
て
対
比
に
お
け
る
強
調
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
第
二
段
［
サ
シ
］
で
は 

「
鴛
鴦
の
衾
の
下
」
「
比
目
の
枕
の
上
」
と
の
対
比
で
「
妹
背
の
中
」
が
述
べ
ら
れ
、 

さ
ら
に
「
疎
き
妹
背
の
中
」
と
す
る
こ
と
で
親
疎
の
対
比
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

12 

金
忠
永
「
『
砧
』
考
―
シ
テ
像
造
型
に
お
け
る
現
在
能
・
夢
幻
能
形
式
の
継
承
・
止 

揚
の
方
向
―
」
（
『
文
学
研
究
論
集
』
一
一
号
、
一
九
九
四
）
。
二
五
一
頁
以
下
。 

13 

金
忠
永
、
注
11
前
掲
論
文
、
二
四
一
―
二
四
二
頁
。 

14 

金
忠
永
、
注
11
前
掲
論
文
、
二
四
二
頁
。
金
は
、
本
作
の
煩
悩
即
菩
提
の
実
現
を 

「
お
の
れ
の
想
念
を
超
え
た
救
済
の
構
造
」
と
捉
え
（
二
四
二
頁
）
、
前
シ
テ
の
「
お 

の
れ
の
妄
執
の
す
べ
て
を
、
「
月
影
」
（
＝
真
如
の
月
）
に
向
っ
て
吐
き
尽
く
そ
う
と 

す
る
姿
勢
」
は
「
「
真
如
の
月
」
へ
の
懺
悔
と
い
っ
た
宗
教
的
所
作
」
で
あ
る
と
し 

て
、
そ
こ
に
シ
テ
救
済
の
要
因
を
読
み
取
り
（
二
五
一
頁
）
、
「
砧
」
に
つ
い
て
以
下 

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

こ
の
「
砧
の
聲
」
と
は
、
前
場
で
考
察
し
て
き
た
と
お
り
、
お
の
れ
の
妄
執
の
す
べ
て

を
「
月
影
」
（
＝
真
如
の
月
）
に
向
っ
て
赤
裸
々
に
訴
え
か
け
よ
う
と
し
、
砧
を
打
ち

つ
つ
憂
き
心
情
を
吐
き
出
し
た
そ
の
声
に
他
な
ら
無
い
。
（
二
四
二
頁
） 

15 
C

・
ビ
エ
／C
・
ト
リ
オ
ー
著
、
佐
伯
隆
幸 

日
本
語
版
監
修
『
演
劇
学
の
教
科
書 

Q
u

'e
st-c

e
 q

u
e
 le

 th
é
â
tre

?

』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
九
）
、
一
七
九
頁
。 

( 9 )



16 

里
井
陸
朗
『
謡
曲
百
選
（
上
）
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
）
、
一
七
六
頁
。 

17 

稲
田
秀
雄
「
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想―

故
事
引
用
の
方
法
及
び
女
の
ド
ラ
マ
と
し 

て
の
視
点
―
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
二
五
号
、
一
九
八
四
）
、
五
頁
。 

18 
増
田
欣
「
擣
衣
の
詩
歌
―
そ
の
題
材
史
的
考
察
―
」
（
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』 

 

一
五
号
、
一
九
六
七
）
、
六
〇
―
六
二
頁
。
「
擣
衣
」
歌
は
、
千
載
五
首
、
新
古
今
一 

二
首
、
新
勅
撰
一
〇
首
、
続
後
撰
一
五
首
、
続
古
今
一
三
首
、
続
拾
遺
九
首
、
新
後
撰 

一
七
首
、
玉
葉
一
二
首
、
続
千
載
二
二
首
、
続
後
拾
遺
一
五
首
、
風
雅
四
首
、
新
千
載 

一
四
首
、
新
後
拾
遺
一
二
首
、
新
続
古
今
一
七
首
あ
る
。 

19 

李
哲
権
「
衣
う
つ
音
―
「
砧
」
の
比
較
文
化
的
研
究
―
」
（
『
比
較
文
學
研
究
』
六
四 

号
、
一
九
九
三
）
に
詳
し
い
。 

20 

増
田
欣
、
注
17
前
掲
論
文
、
六
二
頁
。 

21 

増
田
欣
、
注
17
前
掲
論
文
、
六
二
―
六
三
頁
。
『
千
載
』
で
は
「
碪
の
音
の
も
つ 

「
艶
」
と
「
寂
」
と
が
両
つ
な
が
ら
表
現
の
上
に
定
着
し
て
い
る
」
と
い
い
、
『
新
古 

今
』
で
は
「
荒
涼
寒
苦
の
気
味
を
た
だ
よ
わ
せ
る
」
「
凄
涼
な
或
は
荒
涼
な
歌
」
と
指 

摘
し
、
「
千
載
集
・
新
古
今
集
の
時
代
に
、
ひ
え
・
さ
び
の
中
世
的
理
念
を
象
徴
す
る 

も
の
と
し
て
定
着
し
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

22 

金
井
清
光
『
能
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
）
、
四
七
〇
頁
。 

23 

稲
田
秀
雄
、
注
17
前
掲
論
文
、
七
頁
。
な
お
、
今
成
元
昭
『
平
家
物
語
流
伝
考
』 

 
 

（
風
間
書
房
、
一
九
八
〇
）
、
佐
伯
真
一
「
平
家
物
語
蘇
武
談
の
成
立
と
展
開
―
恩
愛 

と
持
説
と
―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
五
五
巻
四
号
、
一
九
七
八
）
、
参
照
。 

24 

蔵
中
進
・
蔵
中
し
の
ぶ
編
『
寛
永
十
年
版
釋
氏
要
覧 

: 

本
文
と
索
引
』
（
和
泉
書 

院
、
一
九
九
〇
）
。 

25 

安
世
高
訳
。S

A
T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス2

0
1

2

版
・N

o
. 

 

1
4

7
0

。 

26 

中
村
元
、
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
。 

27 

瞿
曇
僧
伽
提
婆
訳
。S

A
T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス2

0
1

2

版
・ 

N
o

. 1
2

5

。
な
お
、
「
受
歳
」
は
「
夏
安
居
の
最
後
の
日
（
七
月
一
五
日
）
に
、
集
会
し 

た
僧
が
安
居
中
の
罪
過
の
有
無
を
問
い
、
反
省
懺
悔
し
あ
う
作
法
」
の
こ
と
（
石
田
瑞 

麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
九
七
）
。 

28 

瑩
山
紹
瑾
撰
。S

A
T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス2

0
1

2

版
・N

o
. 

 

2
5

8
9

。 

29 

智
顗
説
。S

A
T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス2

0
1

2

版
・N

o
. 

 

1
9

1
1

。
釈
文
は
昭
和
新
纂
國
譯
大
藏
經
《
宗
典
部
第
十
三
巻
》
『
摩
訶
止
觀
』
（
大
法
輪 

閣
、
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
。 

30 

國
譯
一
切
經 

和
漢
撰
述
五
七 

諸
宗
部
一
四
『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
（
大
東
出
版 

社
、
一
九
三
六
）
、
一
四
〇
頁
。 

31 

注
29
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
、
注
六
九
。 

32 

注
29
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
、
注
六
九
。 

33 

池
田
魯
参
「
十
不
二
の
範
疇
論
（
一
）
―
『
指
要
鈔
』
を
通
路
と
し
て
―
」
（
『
駒
澤 

大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
三
六
号
、
一
九
七
八
）
、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。 

 

＊
世
阿
弥
伝
書
類
に
つ
い
て
は
日
本
思
想
大
系
新
装
版
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
（
表
章
／
加
藤

周
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
、《
砧
》
本
文
に
つ
い
て
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
謡
曲
集
（
二
）
』（
小
山
弘
志
／
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
八
）
を
用
い

た
。 ま

た
、『
千
載
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
載
和
歌
集
』（
片
野
達
郎
／
松
野

陽
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）
、『
新
古
今
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
新

古
今
和
歌
集
』
（
田
中
裕
／
赤
瀬
信
吾
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
の
本
文
に
依
拠
し

た
。 

 

（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
二
年
） 
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