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世
阿
弥
の
「
能
作
書
（
三
道
）
」
の
骨
子
を
な
す
部
分
は
「
能
作
書
条
を
」
と
「
三
体
作

書
条
直
で
あ
る
。
「
能
作
書
条
々
」
は
能
作
全
般
に
わ
た
る
素
材
（
種
）
・
構
成
（
作
）

・
詞
章
（
書
）
の
方
法
、
「
三
体
作
書
条
筐
は
素
材
（
種
）
た
る
三
体
（
老
体
・
女
体
・

軍
体
）
及
び
そ
の
末
風
へ
の
応
用
編
で
あ
る
。
本
稿
は
「
能
作
書
条
々
」
中
「
種
」
の
段

に
承
ら
れ
る
三
体
及
び
そ
の
末
風
と
「
三
体
作
書
条
を
」
に
お
け
る
三
体
と
の
関
係
を
論

じ
、
あ
わ
せ
て
両
者
に
わ
た
る
「
舞
歌
」
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
能
作
書
条
と
の
前
文
は
能
作
の
種
・
作
・
書
三
道
の
次
第
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い

る
。

本
説
の
種
を
よ
く
よ
く
案
得
し
て
（
種
）
、
序
・
破
・
急
の
三
体
を
五
段
に
作
り
な
し

て
（
作
）
、
さ
て
、
言
葉
を
集
め
、
節
を
付
け
て
、
書
き
連
ぬ
る
な
り
（
書
）
。

種
道
に
つ
い
て
は
続
い
て
、

種
と
は
、
芸
能
の
本
説
に
、
そ
の
態
を
な
す
人
体
に
し
て
、
舞
歌
の
た
め
大
用
な
る

こ
と
を
知
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
、
遊
楽
体
と
は
、
舞
歌
な
り
。
舞
歌
二
曲
の
態
を
な

さ
ざ
ら
ん
人
体
の
種
な
ら
ば
、
い
か
な
る
古
人
・
名
将
な
り
と
も
、
遊
楽
の
見
風
あ

る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
登
場
人
物
が
本
説
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
舞
歌
を
な
す
人
物
で
あ
る
べ
き

こ
と
が
強
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
同
じ
種
道
の
段

で
は
次
の
如
く
例
示
さ
れ
て
い
る
。

神
楽
の
舞
歌
ｌ
天
女
・
神
女
・
少
女

男
体
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
業
平
・
黒
主
・
源
氏
、
如
レ
此
優
士

女
体
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
伊
勢
・
小
町
ｂ
祇
王
・
祇
女
・
静
・
百
万
如
レ
此
優
女

放
下
ｌ
自
然
居
士
・
花
月
・
東
岸
居
士
・
西
岸
居
士
な
ど
の
遊
狂

こ
れ
ら
が
舞
歌
を
な
す
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
・
こ
れ
ら

ヒ
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作
に
お
け
る
舞
歌
の
問
題

侭

四
体
の
分
類
は
「
至
花
道
」
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
老
体
・
軍
体
・
女
体
の
三
体
を
思
わ

せ
る
。
神
楽
の
舞
歌
・
男
体
・
女
体
は
そ
れ
ぞ
れ
「
至
花
道
」
の
老
体
・
軍
体
・
女
体
に

対
応
し
、
放
下
は
軍
体
の
末
風
と
ゑ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
能
作
書
条
苣
の
神
楽
の
舞
歌
・
男
体
・
女
体
の
三
体
の
分
類
は
、
「
三
体
作
書
条

々
」
に
お
け
る
老
・
軍
・
女
三
体
の
能
作
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
る
か
の
如
く
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
名
称
の
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
内
容
に
か
な
り
の
隔
た

り
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
「
能
作
書
」
巻
末
の
体
別
に
分
類
さ
れ
た
例

曲
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

老
体
ｌ
八
幡
・
相
生
・
養
老
・
老
松
・
塩
竃
・
蟻
通

女
体
ｌ
箱
崎
・
鵜
羽
・
盲
打
・
静
・
松
風
・
百
万
・
浮
舟
・
桧
垣
・
小
町

軍
体
１
１
通
盛
・
薩
摩
守
・
実
盛
・
頼
政
・
清
経
・
敦
盛

右
の
う
ち
特
に
老
体
と
軍
体
の
内
容
に
注
目
し
た
い
。
「
能
作
書
条
苣
で
例
示
さ
れ
た

男
体
と
こ
の
軍
体
と
で
は
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
舞
歌
を
な
す
男
体
で
あ
る
業

平
・
黒
主
・
源
氏
と
軍
体
と
し
て
の
源
平
の
名
将
と
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
風

姿
花
伝
」
に
お
い
て
は
前
者
が
「
幽
玄
の
物
」
後
者
は
「
強
き
体
」
と
し
て
は
っ
き
り
区

別
さ
れ
て
い
た
い
。
従
っ
て
業
平
・
黒
主
・
源
氏
等
が
仕
手
で
あ
る
よ
う
な
曲
側
は
二
番

目
物
（
軍
体
）
で
は
な
く
い
ず
れ
も
三
・
四
番
目
物
と
さ
れ
る
。
同
様
に
遊
士
を
仕
手
と

す
る
「
融
」
も
二
番
目
物
で
は
な
い
②
老
体
と
神
楽
の
舞
歌
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
。
天
女
・
神
女
・
乙
女
等
の
脇
能
物
は
少
か
ら
ず
あ
る
９
し
か
し
そ
れ
ら
は
同

じ
神
女
を
仕
手
と
し
な
が
ら
三
番
目
物
に
属
す
る
「
葛
城
」
な
ど
の
如
く
髪
物
的
色
彩
が

濃
い
。
老
体
の
代
表
的
な
も
の
は
「
高
砂
」
「
老
松
」
の
如
き
男
体
の
神
が
仕
手
と
な
る

も
の
が
主
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
能
作
書
」
で
も
「
老
体
作
書
」
の
段
で
男
体
の
神
の
記
述

が
半
ば
を
占
め
、
女
体
の
脇
能
に
つ
い
て
は
、
「
叉
、
女
体
の
祝
言
、
五
段
の
風
体
、
是

に
同
じ
。
」
と
あ
る
の
承
で
あ
る
。

「
男
体
」
の
語
は
、
老
体
・
女
体
に
対
す
る
男
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
が
、

石
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一
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十
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三
十
日
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理
）
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能作における舞歌の問題 12

お
よ
そ
、
三
体
の
風
姿
に
宛
て
て
見
る
に
、
男
体
に
は
手
体
風
智
相
応
な
る
べ
き

か
○
女
体
に
は
舞
体
風
智
よ
る
し
か
る
べ
き
か
な
り
。
よ
く
よ
く
物
ま
ね
の
人
体
に

よ
り
て
風
曲
を
な
す
べ
き
な
り
。

（
花
鏡
舞
声
為
根
）

の
用
例
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
三
体
を
男
体
と
女
体
に
分
け
た
も
の
で
、
従
っ
て
男
体

は
軍
体
と
老
体
の
二
体
を
含
ん
だ
意
味
に
な
る
・
「
能
作
書
条
々
」
の
男
体
も
こ
れ
と
同

じ
と
考
え
る
と
、
男
体
は
軍
体
と
老
体
（
男
性
の
神
）
で
あ
り
⑤
、
神
楽
の
舞
歌
と
い
う

の
は
女
体
（
男
体
と
に
分
け
た
場
合
の
女
体
）
の
一
分
類
を
な
す
と
理
解
で
き
る
。
と
こ

ろ
で
「
能
作
書
条
々
」
で
は
舞
歌
を
な
す
人
体
で
は
な
い
軍
体
は
種
（
素
材
）
の
対
象
と

な
ら
な
か
っ
た
の
に
反
し
て
、
「
三
体
作
書
条
を
」
で
は
軍
体
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
し
か

も
そ
れ
が
舞
歌
を
す
る
よ
う
脚
色
さ
れ
る
た
め
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
老
体
（
男
体
の

神
）
も
同
様
で
あ
る
。
軍
体
や
老
体
の
如
き
舞
歌
を
し
な
い
人
体
を
舞
歌
に
ょ
っ
て
表
現

し
よ
う
と
す
る
世
阿
弥
の
能
作
態
度
は
、
幽
玄
な
ら
ざ
る
人
体
を
物
ま
ね
し
て
幽
玄
美
を

求
め
よ
う
と
す
る
演
能
の
姿
勢
に
つ
な
が
る
。
こ
の
二
つ
の
相
似
す
る
矛
盾
は
後
者
の
方

に
よ
り
解
決
の
糸
口
が
見
出
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

種
（
素
材
）
の
対
象
に
な
る
と
し
て
「
能
作
書
条
筐
に
数
え
ら
れ
た
舞
歌
を
な
す
人

体
と
「
風
姿
花
伝
」
中
幽
玄
の
体
で
あ
る
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
人
体
と
は
酷
似
し
て
い

た
と
へ
ぱ
、
人
に
お
い
て
は
、
女
御
・
更
衣
、
ま
た
は
優
女
・
好
色
、
美
男
、
草
木

に
は
花
の
類
、
か
や
う
の
数
々
は
、
そ
の
形
幽
玄
の
物
な
り
。

（
風
姿
花
伝
第
六
花
修
云
）

幽
玄
と
舞
歌
は
も
ち
ろ
ん
全
く
無
関
係
で
は
な
い
。

こ
れ
は
ゑ
な
舞
歌
幽
玄
を
本
風
と
し
て
、
三
体
相
応
の
達
人
な
り
。

（
能
作
書
）

こ
れ
（
童
形
の
間
は
舞
歌
二
曲
を
専
ら
に
す
る
こ
と
）
す
な
は
ち
、
後
灸
ま
で
の
芸

態
に
幽
玄
を
残
す
べ
き
風
根
な
り
。
（
至
花
道
二
曲
三
体
事
）

後
者
は
幼
少
か
ら
の
稽
古
で
舞
歌
二
曲
を
尽
す
こ
と
に
よ
っ
て
後
年
能
芸
美
と
し
て
の
幽

玄
が
生
ず
る
と
い
う
舞
歌
と
幽
玄
の
深
い
か
か
わ
り
を
示
し
て
い
る
。
世
阿
弥
の
論
害
は

中
期
に
な
る
に
従
っ
て
「
強
き
」
よ
り
も
「
幽
玄
」
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
⑥
こ
と

は
明
ら
か
で
、
そ
の
た
め
舞
歌
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
舞
歌

る
。

道
二
曲
三
体
事
）
↑

の
よ
う
に
成
人
男
子
を
意
味
す
る
場
合
や
、

お
よ
そ
、
三
体
の
風
姿
に
宛
て
て
見
》

さ
て
、
元
服
し
て
男
体
に
な
り
た
ら
ん
よ
り
は
、
す
で
に
面
を
懸
け
…
…
…
（
至
花

，

は
本
来
能
の
態
で
あ
り
、
物
ま
ね
と
並
ぶ
能
の
二
大
構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
を
も
考

慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
と
見
る
も
見
弱
り
の
せ
ぬ
為
手
あ
る
べ
し
。
こ
れ
「
強
き
」
な
り
。
何
と
見
る
も

花
や
か
な
る
為
手
、
こ
れ
「
幽
玄
」
な
り
。
（
同
）

役
柄
の
幽
玄
．
強
き
に
か
か
わ
り
な
く
演
技
者
自
身
の
生
得
の
芸
風
の
中
に
幽
玄
が
あ
る

と
し
て
い
る
。

至
花
道
に
云
ふ
、
「
最
初
の
児
姿
の
幽
風
は
、
三
体
に
残
り
、
三
体
の
曲
風
は
、
万

曲
の
成
る
生
景
」
と
云
ふ
。
児
姿
は
、
幽
玄
の
本
風
な
り
。
そ
の
態
は
舞
歌
な
り
。

こ
の
二
曲
、
よ
く
よ
く
学
得
し
ぬ
れ
ば
、
舞
歌
一
心
一
風
に
な
り
て
、
安
久
長
曲
の

達
人
と
な
る
べ
し
。
そ
の
の
ち
、
児
姿
を
三
体
に
写
し
て
二
曲
を
な
せ
ば
、
お
の
づ

か
ら
幽
玄
の
見
風
、
三
体
に
現
は
る
べ
し
。
（
二
曲
三
体
絵
図
二
曲
之
人
形
）

こ
こ
で
も
「
風
姿
花
伝
第
三
問
答
条
々
」
に
お
け
る
幽
玄
と
同
様
、
役
柄
の
体
と
は
無
関
係

に
仕
手
自
身
の
芸
風
の
内
容
と
し
て
幽
玄
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
更
に
舞
歌
二
曲
の
稽

古
に
よ
っ
て
幽
玄
の
芸
風
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
に
変
化
し
て
い
る
。

能
に
お
け
る
態
の
内
容
は
「
強
き
」
と
「
幽
玄
」
と
い
う
二
つ
の
能
芸
美
に
大
別
さ
れ

る
。
そ
し
て
前
述
の
如
く
中
期
以
後
は
幽
玄
一
色
に
統
一
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
と
同

時
に
「
強
き
体
」
か
ら
「
幽
玄
美
」
を
引
き
出
す
た
め
の
演
技
上
の
工
夫
も
変
化
し
て
ゆ

く
。

前
期
に
お
い
て
は
幽
玄
美
を
体
し
た
実
在
の
人
物
を
物
真
似
に
よ
っ
て
能
芸
美
と
し
て

の
幽
玄
へ
転
換
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
一
方
で
は
「
強
き
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

で
あ
っ
た
。
中
期
に
お
け
る
幽
玄
重
視
は
従
っ
て
こ
の
強
き
体
の
扱
い
が
新
し
い
問
題
に

な
る
が
、
同
時
に
物
真
似
の
限
界
の
問
題
も
浮
び
上
っ
て
く
る
。
世
阿
弥
は
こ
の
点
に
対

し
て
二
つ
の
解
決
策
を
試
ゑ
る
。
第
一
は
役
者
自
身
が
幽
玄
の
風
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
強
き
体
の
役
割
を
演
じ
な
が
ら
幽
玄
へ
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
第
二
は
幽
玄
の

種
（
素
材
）
を
ま
る
ご
と
物
真
似
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
細
分
化
・
要
素
化
し
な

が
ら
強
き
人
体
の
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る
。

第
一
の
考
え
は
前
期
の
「
風
姿
花
伝
」
に
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
へ
ぱ
、
生
得
幽
玄
な
る
所
あ
り
。
こ
れ
、
位
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
さ
ら
に
幽

玄
に
は
な
き
為
手
の
、
長
の
あ
る
も
あ
り
。
こ
れ
は
幽
玄
な
ら
ぬ
長
な
り
。

二

（
風
姿
花
伝
第
三
間
答
条
を
）
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召ロ石 井13

舞
歌
二
曲
の
稽
古
錬
成
に
よ
っ
て
身
に
つ
い
た
「
一
面
三
体
絵
図
」
の
幽
玄
と
「
風
姿
花

伝
第
三
問
答
条
々
」
の
生
得
の
幽
玄
を
直
ち
に
結
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
は
お

そ
ら
く
後
者
の
解
釈
に
あ
る
。
即
ち
．
「
生
得
幽
玄
な
る
」
と
あ
る
の
は
時
分
の
花
と
し
て

の
幽
玄
で
は
な
く
、
一
定
の
素
質
（
生
得
の
も
の
）
を
稽
古
に
よ
っ
て
水
準
以
上
の
も
の

に
ま
で
高
め
て
幽
玄
が
身
に
つ
い
た
と
き
に
そ
れ
を
幽
玄
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
例
。
そ
う
考
え
る
と
両
者
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
。

以
上
の
如
く
仕
手
自
身
の
幽
玄
な
る
芸
風
が
、
演
ず
る
役
柄
と
は
関
係
な
く
能
芸
美
と

な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
の
が
「
問
答
条
を
」
で
あ
り
、
更
に
積
極
的
に
稽
古
に
よ
っ
て
芸

風
に
幽
玄
さ
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
が
「
二
曲
三
体
絵
図
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
稽

古
の
対
象
が
舞
歌
二
曲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
遊
楽
体
⑧
と
は
、
舞
歌
な
り
。
（
能
作
書
能
作
書
条
々
）

遊
樂
の
道
は
一
切
物
ま
ね
也
と
い
へ
共
、
申
樂
と
は
岬
樂
な
れ
ば
、
舞
歌
二
曲
を
以

て
本
風
と
申
す
べ
し
。

（
申
樂
談
儀
）

舞
歌
二
曲
が
物
真
似
と
並
ん
で
能
を
構
成
す
る
二
大
要
素
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
能
作
書
」
で
種
（
素
材
）
は
舞
歌
を
な
す
人
体
に
限
る
こ
と
も
、
稽

古
に
舞
歌
を
基
本
と
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
舞
歌
が
何
故
幽
玄
風
を
三

体
に
残
す
所
以
で
あ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
幽
玄
な
る
人
体
が

舞
歌
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
更
に
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
幽
玄
な
る
も
の

の
幽
玄
さ
を
支
え
て
い
る
も
の
が
舞
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
舞
歌

を
あ
ら
ゆ
る
体
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
幽
玄
な
ら
ざ
る
体
も
幽
玄
に
な
る
の
だ
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
例
え
ば
「
幽
玄
の
根
本
風
と
も
可
し
申
な
り
（
二
曲
三
体
絵
図
）
。
」

と
ぶ
な
さ
れ
る
女
体
が
、
一
方
で
は
「
是
、
殊
に
、
舞
歌
の
本
風
た
り
（
能
作
書
）
。
」
と

さ
れ
て
い
る
の
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
従
っ
て
舞
歌
が
あ
ら
ゆ
る
人
体
を
幽
玄
に
統
一

す
る
手
立
て
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
か
な
ら
ず
し
も
問
題
を
残
さ
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
前
述
「
二
曲
三
体
絵
図
」
で
唾
老
体
に
対
し
て
老
舞
、
女
体
に
対
し
て
女

舞
の
よ
う
な
項
目
を
設
け
そ
れ
ぞ
れ
絵
図
を
載
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
軍
体
に
は
「
軍

舞
」
と
も
称
す
べ
き
項
を
置
い
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
少
く
と
も
軍
体
が
舞
歌
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
同
様
の
こ

と
は
前
に
述
べ
た
「
能
作
書
条
々
」
で
種
（
素
材
）
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
男
体
と
「
三

体
作
書
条
を
」
の
軍
・
老
体
が
一
致
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で

ー

q■■■

■■■■■■

。

あ
る
が
、
こ
う
し
た
矛
盾
は
「
花
鏡
」
「
拾
玉
得
花
」
で
は
一
応
の
解
決
を
承
る
よ
う
で

あ
る
。

「
花
鏡
」
に
お
い
て
は
「
風
姿
花
伝
第
六
花
修
云
」
の
「
幽
玄
美
を
体
し
た
実
在
の
人
物
」

を
出
発
点
と
す
る
考
え
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
ま
る
ご
と
物
真
似
に
よ
っ
て
再
現
す
る
の

で
は
な
く
も
と
の
体
か
ら
幽
玄
の
要
素
を
抽
出
し
て
他
の
体
に
も
応
用
す
る
と
い
う
方
法

で
、
し
か
も
舞
歌
二
曲
に
限
定
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
幽
玄
の
境
と
云
つ
ば
、
真
に
は
い
か
な
る
所
に
て
あ
る
べ
き
や
ら
ん
。
ま

づ
、
世
上
の
有
様
を
以
て
、
人
の
品
為
を
見
る
に
、
公
家
の
御
た
た
ず
ま
ひ
の
位
高

く
、
人
望
余
に
変
れ
る
御
有
様
、
こ
れ
、
幽
玄
な
る
位
と
申
す
べ
き
や
ら
ん
。
し
か

ら
ぱ
、
た
だ
美
し
く
、
柔
和
な
る
体
、
幽
玄
の
本
体
な
り
。
人
体
の
ど
か
な
る
粧
ひ
、

人
な
い
の
幽
玄
な
り
。
ま
た
、
言
葉
や
さ
し
く
し
て
、
貴
人
・
上
人
の
御
慣
ら
は
し

の
言
葉
づ
か
ひ
を
よ
く
よ
く
習
ひ
う
か
が
ひ
て
、
か
り
そ
め
な
り
と
も
口
よ
り
出
だ

さ
ん
ず
る
言
葉
の
や
さ
し
か
ら
ん
、
こ
れ
、
言
葉
の
幽
玄
な
る
べ
し
。
ま
た
、
音
曲

に
お
い
て
、
節
懸
り
美
し
く
下
り
て
、
騨
扉
と
聞
え
た
ら
ん
は
、
こ
れ
、
音
曲
の
幽

玄
な
る
べ
し
。
舞
は
よ
く
よ
く
習
ひ
て
、
人
な
い
の
懸
り
美
し
く
て
、
静
か
な
る
粧

ひ
に
て
、
見
所
面
白
く
は
、
こ
れ
、
舞
の
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。
ま
た
、
物
ま
ね
に

は
、
三
体
の
姿
懸
り
美
し
く
は
、
こ
れ
、
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。
ま
た
、
怒
れ
る
粧

ひ
、
鬼
人
な
ど
に
な
り
て
、
身
形
を
ぱ
少
し
力
動
に
持
つ
と
も
、
ま
た
美
し
き
懸
り

を
忘
れ
ず
し
て
、
動
十
分
心
、
ま
た
、
強
身
動
宥
足
踏
を
心
に
懸
け
て
、
人
な
い
美

し
く
は
、
こ
れ
、
鬼
の
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し

（
花
鏡
幽
玄
之
入
境
事
）

前
期
に
お
い
て
は
幽
玄
な
る
も
の
に
ま
る
ご
と
似
せ
な
け
れ
ば
能
芸
美
と
し
て
の
幽
玄
は

な
い
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
幽
玄
体
を
幽
玄
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
の
も

の
を
探
り
、
そ
れ
ら
を
役
柄
の
中
に
移
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
人
な
い
の
幽
玄
」
「
詞

の
幽
玄
」
「
音
曲
の
幽
玄
」
「
舞
の
幽
玄
」
な
ど
は
そ
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、

「
二
曲
三
体
絵
図
」
で
は
老
体
・
女
体
が
老
舞
・
女
舞
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
直
ち
に
老

体
・
女
体
の
幽
玄
が
う
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
、
舞
が
そ
の
ま
ま
幽
玄

に
変
わ
る
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
幽
玄
な
る
も
の
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
す
る
の
で
な
け
れ

ば
舞
の
幽
玄
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
鬼
の
幽
玄
の
如
き
も
の
も
そ
う
で
、
単
に
児
期
に

習
得
し
た
舞
歌
を
鬼
の
体
に
移
す
だ
け
で
な
く
、
舞
歌
以
外
の
「
動
十
分
心
」
「
強
身
動

宥
足
踏
」
に
よ
っ
て
幽
玄
が
生
ず
る
。
三
体
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
三
体
の
姿
懸
り
美
し

く
は
、
こ
れ
、
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。
」
と
あ
る
だ
け
で
、
特
に
問
題
の
あ
る
軍
体
の
如

き
に
は
満
足
な
説
明
は
な
い
が
、
「
拾
玉
得
花
」
の
記
事
か
ら
察
す
る
に
鬼
の
幽
玄
と
同
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様
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
女
体
・
老
体
の
我
意
分
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
で
軍
体
の
我

意
分
に
ふ
れ
て
、

ま
た
、
軍
体
、
「
体
力
砕
心
」
と
名
付
く
。
〈
力
を
体
に
す
る
、
そ
の
心
を
砕
か
ん

こ
と
、
大
事
な
り
。
〉
力
を
体
に
し
て
心
を
砕
く
所
を
、
よ
く
よ
く
心
身
に
宛
て
が

ひ
て
、
さ
て
そ
の
態
を
な
さ
ん
こ
と
、
こ
れ
、
軍
体
の
涯
分
な
る
べ
し
。
軍
体
は
、

お
よ
そ
修
羅
の
風
体
な
れ
ば
、
働
き
と
云
つ
ば
、
弓
箭
を
帯
し
、
打
つ
手
・
引
く
手
、

受
け
つ
反
け
つ
、
身
を
使
ひ
て
、
足
踏
永
も
早
足
を
使
ふ
心
根
を
持
ち
て
、
さ
て
、

人
な
い
を
ぼ
な
だ
ら
か
に
し
て
事
を
ぱ
な
し
て
、
さ
て
、
あ
た
る
ま
じ
き
境
を
よ
く

よ
く
心
得
て
働
く
べ
し
。
こ
れ
、
軍
体
の
涯
分
な
る
べ
し
。

（
拾
玉
得
花
）

と
あ
る
。
老
体
の
我
意
分
（
涯
分
）
で
は
「
閑
心
遠
目
」
「
体
心
捨
力
」
の
風
体
に
「
身
形

を
も
心
を
も
な
し
て
、
さ
て
二
曲
を
出
だ
し
」
「
真
に
な
り
か
へ
り
て
、
さ
て
二
曲
を
い

た
さ
ば
」
の
よ
う
に
舞
歌
二
曲
を
加
え
る
の
に
対
し
て
、
軍
体
で
は
「
体
力
砕
心
」
に
身
を

な
し
て
も
舞
歌
二
曲
が
加
わ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
舞
歌
が
す
べ
て
の
体

に
当
て
は
ま
ら
な
い
が
た
め
で
あ
る
。
「
人
な
い
を
ぱ
な
だ
ら
か
に
し
て
事
を
ぱ
な
し
て
」

は
「
花
鐘
」
の
「
強
足
踏
宥
身
動
」
の
心
構
え
で
、
鬼
の
幽
玄
が
「
強
身
動
宥
足
踏
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
軍
体
の
幽
玄
も
こ
う
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
「
強
身
動
宥
足
踏
」
「
強
足
踏
宥
身
動
」
は
本
来
は
幽
玄
や
強
き
に
は
ず
れ
た
「
荒

き
」
を
防
ぐ
心
得
で
あ
っ
た
。

身
と
足
と
同
じ
や
う
に
動
け
ば
、
荒
く
見
ゆ
る
な
り
。
身
を
使
ふ
時
、
足
を
盗
め

ば
、
狂
ふ
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
荒
か
ら
ず
。
足
を
強
く
踏
む
時
、
身
を
静
か
に
動
か
せ

ば
、
足
音
は
高
け
れ
ど
も
、
身
の
静
か
な
る
に
よ
り
て
荒
く
は
見
え
ぬ
な
り
。

（
花
鏡
強
身
動
宥
足
踏
、
強
足
踏
宥
身
動
）

こ
の
よ
う
に
本
来
「
荒
き
」
芸
を
防
ぐ
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
て
、
強
き
体
に
こ
の
工
夫
を

加
え
た
と
き
幽
玄
に
な
る
の
だ
と
す
る
「
花
鏡
幽
玄
之
入
堺
事
」
の
説
明
と
は
隔
た
り

が
あ
る
。
「
荒
き
」
と
い
う
の
は
、
幽
玄
を
強
く
演
じ
た
場
合
に
も
、
強
き
を
よ
り
一
層

強
く
演
じ
た
場
合
に
も
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
強
身
動
宥
足
踏
、
強
足
踏
宥
身
動
の

配
慮
で
荒
さ
を
除
去
し
て
も
、
そ
の
結
果
す
べ
て
幽
玄
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
「
強
身
動
」
「
強
足
踏
」
と
対
照
さ
れ
る
「
宥
足
踏
」
「
宥
身
動
」
が
却
っ
て

静
け
さ
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
い
は
幽
玄
と
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鬼
の
幽
玄
が

「
動
十
分
心
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
、
動
作
、
舞
な
ど
一
切
の
身
使
い
を
控
え
目
に
す
る

こ
と
が
「
た
曾
、
美
し
く
柔
和
な
る
体
、
幽
玄
の
本
体
な
り
」
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
は
前
期
で
は
、
幽
玄
な
る
素
材
が
あ
っ
て
そ
れ
を

ま
る
ご
と
ま
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
芸
美
と
し
て
の
幽
玄
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
。
従
っ

て
当
然
強
き
体
を
そ
の
ま
ま
物
真
似
す
る
と
ぎ
、
も
う
一
つ
の
能
芸
美
と
し
て
の
強
き
が

生
じ
、
こ
の
二
つ
が
と
も
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
前
期
に
於
い
て
も
幾
分
か
は

幽
玄
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
少
し
物
ま
ね
に
外
る
る
と
も
、
幽
玄
の
方
へ
遣
ら
せ
給

ふ
く
し
（
風
姿
花
伝
第
六
花
修
云
）
」
や
「
た
だ
し
、
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
こ
と

を
、
花
鳥
風
目
に
作
り
寄
せ
て
…
…
（
同
第
二
物
学
条
を
）
」
の
よ
う
な
工
夫
は
み
ら

れ
る
。
一
方
、
こ
れ
と
は
全
く
別
に
、
仕
手
自
身
の
芸
風
が
幽
玄
で
あ
る
も
の
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
仕
手
な
ら
ば
い
か
な
る
体
を
真
似
て
も
幽
玄
な
能
に
な
る
と
の
考
え
も
持
っ

て
い
た
。
後
者
の
考
え
が
中
期
に
お
い
て
は
、
「
至
花
道
」
「
二
曲
三
体
絵
図
」
に
承
ら
れ

る
如
く
、
仕
手
の
幽
玄
の
芸
風
を
習
道
上
の
結
果
と
考
柔
舞
歌
二
曲
の
稽
古
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
従
っ
て
舞
歌
二
曲
を
十
全
に
修
得
し
た
仕
手
は
演
じ
る
役
柄
に

関
係
な
く
三
体
に
幽
玄
を
移
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
「
能
作
書
」
も
ま
た
こ
の
考
え

に
立
脚
し
た
も
の
で
、
登
場
人
物
が
幽
玄
の
体
で
な
く
と
も
、
舞
歌
を
す
る
者
で
あ
る
べ

き
こ
と
、
あ
る
い
ば
舞
歌
を
す
る
よ
う
に
脚
色
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
自
ず
と
能
は

幽
玄
に
な
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
体
を
舞
歌
に
移
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
し
、
な
に
よ
り
も
舞
歌
そ
れ
自
体
が
幽
玄
な
の
で
は
な
く
、
幽
玄
に
な
る

よ
う
な
特
別
の
工
夫
（
人
な
い
の
か
か
り
美
し
く
て
、
静
か
な
る
よ
そ
ほ
ひ
）
が
舞
歌
に

加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
・
従
っ
て
「
花
鏡
」
で
は
舞
歌
二
曲
に
限
定
せ
ず
「

人
な
い
の
幽
玄
」
「
詞
の
幽
玄
」
「
音
曲
の
幽
玄
」
「
舞
の
幽
玄
」
の
よ
う
に
細
分
化
し
そ

れ
ら
を
強
き
体
の
演
技
に
注
意
深
く
取
り
入
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
強
き
の
幽
玄
化
を

世
阿
弥
の
舞
歌
に
よ
る
幽
玄
へ
の
一
元
化
、
三
体
の
統
一
の
実
際
は
以
上
の
如
く
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
彼
の
論
を
支
え
る
も
の
は
、
彼
自
身
勝
れ
た
能
の
先
達
の
芸
に
接
し
て

の
深
い
感
動
に
あ
っ
た
。

古
風
に
は
田
楽
の
一
忠
、
中
頃
、
当
流
の
先
師
観
世
、
日
吉
の
犬
王
、
こ
れ
は
ゑ
な

《
舞
歌
幽
玄
を
本
風
と
し
て
、
三
体
相
応
の
達
人
な
り
。
エ
（
能
作
書
）

幽
玄
と
強
き
を
統
一
し
、
舞
歌
に
よ
っ
て
三
体
を
表
現
し
よ
う
と
試
象
完
成
し
た
の
は
彼

以
前
の
達
人
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
の
仕
事
は
こ
の
よ
う
な
諸
先
達
の
到
達
し
た
芸
風
を
念

頭
に
置
い
て
、
そ
れ
に
到
る
稽
古
の
工
夫
を
理
論
的
に
整
理
し
よ
う
と
し
た
努
力
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

四

昭和52年2月
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進
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
幽
玄
論
の
変
遷
の
中
で
、
「
能
作
書
」
で
言
及
さ
れ
る
舞
歌
が
い
か
な
る

意
味
を
持
つ
か
を
最
後
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
ゑ
て
き
た
よ
う
に
舞
歌
が

三
体
す
べ
て
に
当
て
は
ま
ら
ぬ
こ
と
、
即
ち
「
三
体
作
書
条
々
」
の
老
体
・
軍
体
と
「
能

作
書
条
々
」
の
神
楽
の
舞
歌
・
男
体
と
の
違
い
は
、
「
能
作
書
条
筐
の
種
道
で
幽
玄
を

舞
歌
に
よ
っ
て
現
わ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
舞
歌
と
い
う
も
の
が
、
女

御
・
更
衣
な
ど
の
幽
玄
な
る
も
の
の
行
為
と
完
全
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
女
御
・

更
衣
と
舞
歌
が
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
「
拾
玉
得
花
」
に
承

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
の
「
能
作
書
」
で
も
同
じ
指
摘
が
あ
る
。
幽
玄
の
女
体
に

し
て
舞
歌
を
な
す
人
体
は
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
。

ま
た
、
物
狂
ひ
な
ん
ど
の
こ
と
は
、
恥
を
さ
ら
し
、
人
目
を
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、

こ
れ
を
当
道
の
賦
物
に
入
る
べ
き
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
散
楽
事
と
は
こ
れ
な
り
。

女
な
ん
ど
は
、
し
と
や
か
に
、
人
目
を
忍
ぶ
も
の
な
れ
ば
、
見
風
に
さ
の
承
見
所
な

き
に
、
物
狂
ひ
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
舞
を
ま
ひ
、
歌
を
う
た
ひ
て
狂
言
す
れ
ば
、
も
と

よ
り
雅
び
た
る
女
姿
に
、
花
を
散
ら
し
、
色
香
を
施
す
見
風
、
こ
れ
ま
た
何
よ
り
も

面
白
き
風
姿
な
り
。

（
拾
玉
得
花
）

こ
こ
で
は
、
雅
び
た
る
女
体
の
姿
（
幽
玄
の
も
の
）
が
「
見
風
に
さ
の
承
見
所
な
き
」
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
花
を
咲
か
せ
る
に
は
「
物
狂
ひ
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
舞
を
ま
」

わ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
「
能
作
書
」
の
例
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
「
拾
玉
得
花
」
の
指
摘
と
本
質
的
に
同
様
で
あ
る
。

か
や
う
な
る
人
体
（
女
御
・
更
衣
・
葵
・
夕
顔
・
浮
舟
等
）
の
種
風
に
、
玉
の
中
の

玉
を
得
た
る
が
如
く
な
る
こ
と
あ
り
。
如
レ
此
貴
人
妙
体
の
見
風
の
上
に
、
あ
る
い

は
六
条
の
御
息
所
の
、
葵
の
上
に
騒
ぎ
崇
り
、
夕
顔
の
上
の
、
物
の
怪
に
取
ら
れ
、

浮
舟
の
愚
き
物
な
ど
と
て
、
見
風
の
便
り
あ
る
幽
花
の
種
、
逢
ひ
難
き
風
得
な
り
。

「
梅
が
香
を
桜
の
花
に
匂
は
せ
て
柳
が
枝
に
咲
か
せ
ん
」
よ
り
、
な
ほ
有
難
き
花
種

な
る
べ
し
。

（
能
作
書
三
体
作
書
条
ｓ

濯
ぎ
物
、
物
の
怪
が
「
拾
玉
得
花
」
に
お
け
る
物
狂
と
同
様
仕
手
に
舞
歌
を
さ
せ
る
一
つ

の
契
機
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
幽
玄
の
体
に
し
て
舞
歌
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
幽

玄
と
舞
歌
が
全
く
一
つ
に
な
っ
た
場
合
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
「
能
作
書
」
で
は
そ
れ
と

は
別
に
幽
玄
の
者
が
仕
手
に
な
る
場
合
、
舞
歌
を
す
る
も
の
が
仕
手
に
な
る
場
合
、
い
ず

れ
も
能
の
種
（
素
材
）
と
な
っ
て
い
る
。

女
体
の
能
姿
、
風
体
を
飾
り
て
書
く
べ
し
。
こ
れ
、
こ
と
に
舞
歌
の
本
風
た
り
。
そ

ﾛ

の
内
に
お
き
て
、
上
念
の
風
体
あ
る
べ
し
。
あ
る
い
は
、
女
御
・
更
衣
、
葵
・
夕
顔

・
浮
舟
な
ど
と
申
し
た
る
貴
人
の
女
体
、
気
高
き
風
姿
の
、
世
の
常
な
ら
ぬ
懸
り
・

装
ひ
を
心
得
て
書
く
べ
し
。

（
能
作
書
三
体
作
書
条
々
）

単
な
る
貴
人
な
ら
ば
、
「
拾
王
得
花
」
の
記
述
の
よ
う
に
「
見
風
に
さ
の
承
見
所
な
き
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
幽
玄
の
物
と
し
て
女
体
の
最
初
に
位
置
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
舞
や
歌
を
専
ら
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
方
舞
歌
を
事
と

す
る
人
体
、
「
静
」
「
祇
王
」
「
祇
女
」
等
の
白
子
拍
や
、
「
百
万
」
「
山
姥
」
の
様
な
曲

舞
ま
い
を
仕
手
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
白
拍
子
の
場
合
な
ら
ば
、
「
和
歌

を
上
げ
、
一
声
を
詠
め
、
八
拍
子
に
懸
り
て
、
三
重
の
声
曲
を
な
し
て
…
…
…
」
の
如
く

白
拍
子
風
に
、
あ
る
い
は
ま
た
曲
舞
な
ら
ば
、
「
五
段
の
内
、
序
・
急
を
指
し
寄
せ
て
、

破
を
体
に
し
て
、
曲
舞
を
本
所
に
置
き
て
、
曲
舞
二
段
ば
か
り
を
、
後
段
を
ぱ
も
ゑ
よ
せ

て
、
道
の
曲
舞
懸
り
に
細
か
に
書
き
て
…
…
…
」
の
よ
う
に
曲
舞
風
に
書
く
こ
と
で
、
素

材
と
し
て
は
取
り
扱
い
易
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
が
、
反
面
貴
人
に
比
べ
て
幽
玄
さ
で

は
劣
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
至
花
道
」
で
は
、
舞
歌
そ
の
も
の
が
幽
玄
を
生
む
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

た
め
に
能
の
素
材
も
舞
歌
を
な
す
人
体
に
限
定
し
た
り
、
舞
歌
を
な
す
よ
う
に
脚
色
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ま
で
ぷ
て
き
た
よ
う
に
軍
体

は
も
と
よ
り
女
体
に
お
い
て
さ
え
、
舞
歌
を
す
る
者
・
幽
玄
な
る
者
・
舞
歌
を
な
す
者
に

し
て
幽
玄
な
る
者
の
如
く
雑
然
と
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
舞
歌
と
幽
玄
が
全
面
的
に
結
び

つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
結
局
、
舞
歌
が
三
体
に
幽
玄
を
移
す
た
め
の
も

の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
物
真
似
と
並
ぶ
能
本
来
の
構
成
要
素
と
し
て
意
義
を
も
つ
も

の
で
あ
り
、
「
舞
歌
二
曲
を
本
風
と
す
べ
し
」
の
よ
う
に
単
な
る
物
真
似
と
は
別
の
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
た
め
に
舞
歌
が
素
材
の
中
に
も
重
視
さ
れ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
幽
玄
美
を
表
現
す
る
た
め
に
、
ま
ね
る
素
材
と
し
て
幽
玄
の
体

を
選
択
す
る
こ
と
と
、
舞
歌
を
見
せ
聞
か
せ
る
た
め
に
素
材
を
舞
い
歌
う
人
体
か
ら
選
択

す
る
こ
と
は
一
応
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

１
「
風
姿
花
伝
第
六
花
修
云
」
で
は
、
好
色
・
美
男
（
業
平
・
黒
主
・
源
氏
に
相

当
）
が
幽
玄
の
体
で
あ
り
、
物
の
ふ
（
軍
体
の
道
盛
以
下
に
相
当
）
が
強
き
体
で

あ
る
。

２
現
行
曲
で
は
「
雲
林
院
」
「
草
子
洗
小
町
」
「
志
賀
」
「
須
磨
源
氏
」
な
ど
に
相

秋田高専研究紀要第12号
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な
お
「
申
楽
談
儀
」
本
文
は
「
歌
論
集
能
樂
論
集
（
日
本
古
典
文
學
大
系
）
」

Ｄ

は
「
世
阿
弥
集
（
日
本
の
思
想
）
」
に
よ
っ
た
。

8 7 ６
小
西
甚
一
氏
「
能
楽
論
研
究
」
参
照
。

５
こ
の
場
合
の
老
体
は
黒
主
を
仕
手
と
す
る
脇
能
物
「
志
賀
」
な
ど
を
考
え
れ
ぱ
よ

４
天
女
ｌ
「
賀
茂
」
な
ど
。

”

１

》
庁

Ⅷ
神
女
ｌ
「
鱗
形
」
「
右
セ
「
右
近

３
世
阿
弥
に
よ
る
と
老
体
。
前
述
「
塩
竈
」
が
こ
の
古
名
。
な
お
「
融
」
は
現
在
で

能
勢
朝
次
氏
「
世
阿
彌
十
六
部
集
評
騨
上
」
参
照

世
阿
弥
は
「
遊
楽
」
を
「
猿
楽
能
」
と
同
じ
意
味
に
使
用
し
て
い
る
。
「
歌
論
集

能
樂
論
集
（
日
本
古
典
文
學
大
系
）
」
補
注
参
照
。

当
す
る
。

は
五
番
目
物
。

い
◎

」
な
ど
。

I

に
、
そ
の
他

1

1
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