
能に現れる芸能民表象 (金関)

能
に
現
れ
る
芸
能
民
表
象

-

｢鶴
｣
と

｢松
山
天
狗
｣
を
中
心

に

ぬ
え

能
｢
鶴

｣

に
つ
い
て
は
､
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
､
ま
ず
こ
の
作
品
を
取

り
上
げ
る
こ
と
か
ら
､
能
に
現
れ
る
芸
能
民
表
象
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
｡
｢鵜
｣
は

ぬえ

ほ
ぼ
世
阿
弥
作
と
確
定
さ
れ
た
能
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
『
平
家
物
語
』
の
｢
鵠

｣

の
段

に
依
拠
す
る
能
で
､
そ
の
詞
章
の
多
く
の
部
分
に

『
平
家
物
語
』
の
本
文
が
そ
の
ま
ま

採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
『
平
家
物
語
』
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
近
衛
天
皇

へ
ん
げ

が
夜
な
夜
な
変

化

の
者
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
､
公
卿
た
ち
は
､
源
平
の
兵
の
中
か
ら

源
頼
政
を
選
び
､
こ
れ
を
退
治
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
｡
頼
政
は
､
御
殿
の
上
に
た
な
び

く
黒
雲
の
中
に
､
｢怪
し
き
者
｣
の
姿
を
認
め
､
矢
を
射
る
と
､
見
事
'
命
中
L
t
雲

の
中
か
ら
化
生
の
者
が
落
下
す
る
O
手
下
の
者
が
駆
け
寄
っ
て
そ
れ
を
刀
で
刺
し
殺
す
O

人
々
が
そ
こ
に
見
た
の
は
､
異
様
な
姿
の
化
け
物
で
あ
っ
た
｡

じょうげ

て
ん
で

上

下

の
人
々
､
亭

々

に
火
を
出
だ
し
､
こ
れ
を
御
覧
じ
け
る
に
か
し
ら
は
猿
､
む

く
ろ
は
狸
､
尾
は
蛇
､
足
､
手
は
虎
の
す
が
た
な
り
｡
鳴
く
声
は
､
鶏
に
ぞ
似
た

り
け
る
｡
(『平
家
物
語
』
)

天
皇
は

｢御
感
の
あ
ま
り
｣
頼
政
に
獅
子
王
と
い
う
剣
を
授
け
る
.

T
方
'
鶴
の
死

骸
は
う
つ
お
舟
に
入
れ
ら
れ
､
川
に
流
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
物
語
の
経
緯
は
'
『
平
家

物
語
』
に
お
い
て
も
､
能
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
変
わ
り
は
な
い
｡
し
か
し
､
決
定
的

に
異
な
る
の
は
､
語
り
手
の
位
置
づ
け
で
あ
る
｡
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
､
第
三

者
の
無
名
の
語
り
手
が
､
頼
政
の
側
か
ら
事
の
次
第
を
語
る
の
に
た
い
し
､
能
に
お
い

て
は
､
亡
霊
と
し
て
現
れ
た
鶴
が
､
自
ら
の
死

へ
と
至
る
体
験
を
回
想
と
し
て
語
る
O

死
者
と
い
う
異
人
た
ち
が
､
自
ら
の
死
を
演
じ
て
み
せ
る
の
が
､
｢鶴
｣
に
限
ら
ず
､

能
と
い
う
演
劇
全
体
の
特
徴
で
も
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
能
に
お
い
て
も
､
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も
､
鶴
に
ま
つ
わ
る
こ
の

妖
怪
帝
で
特
徴
的
な
の
は
､
鳥
の
声
で
鳴
く
こ
の
化
け
物
に
悩
ま
さ
れ
る
の
が
'
近
衛

天
皇
た
だ

一
人
で
あ
る
点
だ
.
天
皇
を
取
り
巻
く
公
卿
た
ち
や
高
僧
貴
僧
た
ち
が
鶴
に

金

関

猛

怯
え
る
こ
と
は
な
く
､
ま
し
て
'
頼
政
と
い
う
英
雄
に
鶴
の
妖
術
は
通
じ
な
い
｡
化
生

の
者
に
た
い
し
て
'
頼
政
は
弓
矢
の
術
を
も
っ
て
､
言
い
換
え
れ
ば
､
人
間
の
力
を
も

っ
て
'
戦
い
を
挑
み
､
こ
れ
を
う
ち
負
か
す
｡
異
界
の
者
の
妖
術
が
通
用
す
る
の
は
､たた

こ
こ
で
は
天
皇
に
限
定
さ
れ
る
｡
能
も

『
平
家
物
語
』
も
､
な
に
ゆ
え
鶴
が
天
皇
に

崇

る
の
か
は
明
ら
か
に
し
な
い
｡
聖
な
る
帝
王
と
､
異
界
の
妖
怪
と
は
対
照
的
な
存
在
で

あ
る
｡
し
か
し
､
崇
り
を
な
す
者
と
'
崇
り
を
受
け
る
者
と
は
､
何
ら
か
の
秘
密
を
共

有
す
る
は
ず
だ
｡
崇
り
を
な
す
者
､
な
さ
れ
る
者
は
､
と
も
に
秘
め
ら
れ
た
罪
に
関
与

す
る
に
ち
が
い
な
い
｡
そ
し
て
'
罪
を
な
し
た
者
は
､
そ
の
罪
を
に
な
う
異
形
の
者
に
'

怯
え
苦
し
む
｡
近
衛
天
皇
は
'
｢怯
え
魂
い
ら
せ
給
ふ
｣
(
｢鶴
｣､
『
平
家
物
語
』
で
は

｢夜
な
夜
な
お
び
え
た
ま
ざ
ら
せ
給
ふ
｣
)
ば
か
り
の
無
力
な
少
年
で
あ
る
｡
夜
毎
､

怯
え
て
泣
き
叫
ぶ
幼
い
天
皇
に
は
､
射
落
と
さ
れ
て
､
鶴
の
声
で
鳴
き
な
が
ら
う
つ
お

舟
に
押
し
込
め
ら
れ
る
化
生
の
者
の
姿
が
重
な
り
合
う
｡
そ
し
て
'
天
皇
は
鶴
事
件
の

の
ち
若
く
し
て

(
一
七
歳
)
崩
御
す
る
｡
近
衛
天
皇
は
天
皇
家
と
い
う
聖
家
族
に
生
ま

れ
､
病
弱
で
､
そ
し
て
早
死
す
る
｡
汚
れ
て
は
な
ら
ぬ
聖
な
る
者
に
は
'
聖
な
る
者
以

外
と
の
接
触
は
禁
じ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
､
不
可
触
の
聖
家
族
に
は
近
親
相
姦
の
表
象
が

運
命
づ
け
ら
れ
る
｡
と
り
わ
け
病
弱
で
早
世
す
る
近
衛
天
皇
に
は
そ
の
表
象
が
色
濃
く

影
を
落
と
す
｡
そ
し
て
､
近
衛
天
皇
の
場
合
､
そ
れ
は
表
象
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な

い
｡
実
際
､
史
実
と
し
て
の
近
衛
天
皇
の
血
縁
関
係
に
は
'
異
様
な
あ
り
さ
ま
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
七
六
代
天
皇
で
あ
る
近
衛
帝
は
t

l
一
四

1
年
､
三
歳
で
皇

位
に
つ
く
｡
前
帝
は
､
そ
の
兄
の
崇
徳
天
皇
で
あ
っ
た
｡
崇
徳
天
皇
の
父
は
､
名
目
上
､

鳥
羽
天
皇
だ
が
､
実
父
は
鳥
羽
天
皇
の
祖
父
白
河
法
皇
で
あ
る
｡
白
河
法
皇
は
孫
に
あ

た
る
鳥
羽
天
皇
の
妃
､
嘩
子
と
密
通
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
結
果
'
不
義
の
子
と
し
て

生
ま
れ
た
の
が
､
崇
徳
天
皇
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
現
実
に
実
質
的
な
近
親
相
姦
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
､
近
衛
帝
が
直
接
'
そ
の
不
義
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
｡
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し
か
し
､
こ
の
虚
弱
な
天
皇
の
背
後
に
は
､
暗
い
血
族
関
係
が
よ
ど
む
O

近
衛
天
皇
の
死
後
'
崇
徳
院
は
､
異
母
弟
に
あ
た
る
後
白
河
天
皇
の
即
位
を
め
ぐ
っ

て
'
こ
の
天
皇
と
争
い
､
そ
れ
に
起
因
し
て
､
保
元
の
乱
が
起
き
る

(
二

五
六
年
)0

こ
れ
に
破
れ
た
崇
徳
院
は
､
讃
岐
に
流
さ
れ
､
そ
の
地
で
死
去
す
る
｡
流
刑
の
身
の
上

皇
は
､
怒
り
と
呪
鼠
の
あ
ま
り
､
｢生
き
な
が
ら
天
狗
の
御
姿
｣
と
な

っ
た
と

『
保
元

物
語
』
で
語
ら
れ
て
い
る
｡
作
者
不
明
の
能

｢松
山
天
狗
｣
は
､
こ
の
崇
徳
院
を
シ
テ

と
す
る
夢
幻
能
で
あ
る
｡
｢松
山
天
狗
｣
の
ワ
キ
は
西
行
法
師
､
そ
し
て
ツ
レ
と
し
て

大
天
狗
相
模
坊
と
そ
の
配
下
の
天
狗
た
ち
が
登
場
す
る
｡

簡
単
に
こ
の
能
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡
西
行
が
､
崇
徳
院
の
跡
を
弔
う
た
め
'

讃
岐
の
国
､
松
山
に
お
も
む
く
｡
そ
こ
に

一
人
の
老
人

(前
シ
テ
)
が
現
れ
､
西
行
を

崇
徳
院
の
廟
所

へ
と
案
内
す
る
｡
西
行
が
亡
き
院
の
生
前
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て

｢い

か
に
尉
殿
｡
君
御
存
命
の
折
々
は
'
い
か
な
る
者
か
参
り
御
心
を
慰
め
申
し
て
候
ふ
ぞ
｣

と
尋
ね
る
と
､
そ
れ
に
応
え
て
老
人
は
こ
う
語
る
｡

お
ん
げ
き
り
ん

し
き

さ
ん
侯
｡
君
御
存
命
の
折
々
は
｡
都
の
事
を
思
し
召
し
出
し
'
御

逆

鱗

の

頻

り

な

したご
(お)

れ
ば
'
魔
縁
近
づ
き
奉
り
､
あ
の
白
峰
の
相
模
坊
に
従

ふ

天
狗
ど
も
｡
参
る
よ

よ

り
外
は
余
の
参
内
は
な
く
候
O

老
人
は
生
前
の
崇
徳
院
の
悲
運
を
嘆
き
つ
つ
'
や
が
て

｢影
の
ご
と
く
｣
姿
を
消
し

て
し
ま
う
｡
能
の
前
半
に
登
場
す
る
こ
の
老
人
は
崇
徳
院
の
仮
の
姿
で
あ
る
｡
前
シ
テ

の
ち
ば

が
い
っ
た
ん
退
場
し
た
の
ち

(中
入
り
)､
後

場

で
崇
徳
院
は
そ
の
真
の
姿
､
あ
り
し

日
の
姿
を
現
す

(後
シ
テ
)｡
端
正
な

｢中
将
｣
の
面
を
着
け
て
登
場
す
る
後
シ
テ
は
'

｢ま
こ
と
に
妙
な
る
玉
髄
の
､
花
顔
ば
せ
た
を
や
か
に
､
こ
こ
も
雲
居
の
都
の
空
の
月

も
照
り
添
ふ
舞
の
袖
｣
と
い
う
謡
に
あ
わ
せ
て
､
早
舞
を
舞
う
｡
舞
い
終
わ
っ
た
崇
徳

いにしえ

院
は
'
｢ま
た
古

の
都
の
憂
き
事
を
思
ひ
召
し
出
し
､
逆
鱗
の
御
姿
｣
に
変
わ
る
｡

す
る
と
大
天
狗
相
模
坊

(後
ツ
レ
)
が
出
現
す
る
｡
相
模
坊
は
､
｢諸
天
狗
を
引
き
連

つねづ
ね

れ
て
｣､
｢
常

常

参
内
申
し
つ
つ
､
御
心
を
慰
め
申
さ
ん
｣
と
謡
っ
て
姿
を
現
す
｡
崇
徳

ぎ
よかん

み

院
が
天
狗
た
ち
に
慰
め
ら
れ
'
｢
御

感

の
御

言
葉
｣
を
発
す
る
と
き
､
天
狗
た
ち
は
白

かけ

峰
に
向
か
っ
て

｢ま
た
飛
び
邦
つ
て
｣
姿
を
消
す
｡

こ
の
能
は
前
場
と
後
場
に
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
て
'
そ
の
間
に
間
狂
言
が
挟
み
込

ま
れ
て
い
る
｡
前
シ
テ
の
老
人
は
後
シ
テ
の
仮
の
姿
で
あ
り
､
そ
し
て
後
シ
テ
は
そ
の

本
来
の
姿
､
つ
ま
り
崇
徳
院
の
霊
と
し
て
姿
を
現
す
｡
霊
と
し
て
現
れ
た
後
シ
テ
は
'

過
去
の
栄
華
に
想
い
を
馳
せ
て
舞
を
舞
う
｡
こ
こ
ま
で
は
典
型
的
な
複
式
夢
幻
能
の
構

成
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
他
方
､
ワ
キ
に
関
し
て
言
え
ば
､
多
く
の
夢
幻
能
の
ワ
キ

は
諸
国

一
見
の
僧
-

無
名
の
放
浪
の
僧
-

で
あ
る
の
に
対
し
て
'
こ
の
能
で
は
西

行
と
い
う
固
有
名
詞
を
も
つ
人
物
が
ワ
キ
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
こ
の
能
が

『
撰

み
は
か

集
抄
』
の
説
話
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
｡
そ
の
第
七
話

｢新
院
御

墓

｣

で
は
､

西
国
で
修
行
す
る
者
が
讃
岐
の
崇
徳
院
の
御
陵
を
訪
れ
'
そ
こ
で
上
皇
を
偲
び
､
世
の

無
常
を
思
う
と
い
う
物
語
が
語
れ
て
い
る
｡
『
撰
集
抄
』
は
現
在
の
研
究
で
は
作
者
不

明
と
さ
れ
て
い
る
が
'
し
か
し
長
ら
く
西
行
作
と
信
じ
ら
れ
､
ま
た
､
そ
の
説
話
に
登

場
す
る
僧
も
西
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
こ
の
説
話
に
基
づ
い
て
創
作
さ

れ
た

｢松
山
天
狗
｣
の
ワ
キ
も
西
行
と
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
ワ
キ
の
人

物
設
定
は
夢
幻
能
の
定
型
か
ら
は
い
く
ぶ
ん
ず
れ
て
は
い
る
｡
し
か
し
､
ワ
キ
を
無
名

の
僧
で
は
な
く
特
定
の
人
物
と
す
る
夢
幻
能
は
ほ
か
に
も
多
く
あ
り
､
こ
う
し
た
ワ
キ

の
設
定
が
夢
幻
能
の
枠
組
み
を
揺
る
が
す
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
能
の
後
場

は
､
夢
幻
能
の
定
型
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
舞
を
舞
い
終
わ
る
と

と
も
に
後
シ
テ
が
姿
を
消
し
て
終
曲
と
な
る
の
が
夢
幻
能
の
定
型
で
あ
る
｡
悲
哀
や
､

あ
る
い
は
恨
み
に
満
ち
た
シ
テ
の
心
は
舞
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
へ
舞
の
終
わ
り
と
と
も

に
霊
は
い
ず
こ
へ
か
消
え
去
っ
て
い
く
｡
し
か
し
'
こ
の
能
で
は
､
後
シ
テ
が
早
舞
を

舞
う
と
､
か
え
っ
て
そ
の
心
に
憤
怒
が
わ
き
起
こ
り
'
シ
テ
は
逆
鱗
の
姿
に
変
わ
る
｡

そ
し
て
'
そ
の
憤
激
を
鎮
め
よ
う
と
ツ
レ
の
天
狗
た
ち
が
現
れ
る
場
面
が
シ
テ
の
早
舞

の
の
ち
に
続
く
｡
こ
う
し
た
構
成
は
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
成
功
し

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
お
く
と
し
て
も
､
｢松
山
天
狗
｣
は
内
容
的
に
､
と

り
わ
け
芸
能
民
表
象
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
､
非
常
に
興
味
深
い
能
で
あ
る
｡
こ
の
点

に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
よ
う
｡

]
松
山
天
狗
｣
の
西
行
が
松
山
の
崇
徳
陵
を
訪
ね
､
生
前
の
崇
徳
院
に
想
い
を
馳
せ

る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
､
『
撰
集
抄
』
に
基
づ
い
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
説
話
に

は
天
狗
は
登
場
し
な
い
｡
崇
徳
院
と
天
狗
の
か
か
わ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
'
む
し

ろ

『
保
元
物
語
』
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
の
能
の
本
説
は

『
撰
集
抄
』
で
あ
る
と
と
も

に
､
『
保
元
物
語
』
で
も
あ
る
｡
『
保
元
物
語
』
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
流
刑
の
地

で
孤
独
を
か
こ
つ
崇
徳
院
は
､
許
し
を
乞
う
て
､
自
ら
の
配
流
を
解
く
よ
う
に
願
い
出

る
｡
し
か
し
そ
の
願
い
が
容
れ
ら
れ
な
い
と
知

っ
た
と
き
'
崇
徳
院
は
絶
望
と
憤
怒
の

極
み
で

｢日
本
国
ノ
大
悪
魔
卜
成
ラ
ム
｣
と
い
う
呪
い
の
言
葉
を
発
し
､
さ
ら
に

｢御

さき

く
ひきら

ま
しまし
て

そ
の

舌
ノ

崎

ヲ

食

切

や

座

テ

､
其

血

ヲ
以
テ
｣､
そ
の
誓
い
の
言
葉
を
書
き
付
け
た
と
い
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そ
の
の
ち

み

そ
ら

お
ん
つ
め

き
ら

う
｡
そ
れ
に
続
け
て

『
保
元
物
語
』
は
｢
其

後

ハ

御

グ
シ
モ
剃

ズ

1
御

爪

モ

切

七

給
ハ

いき

たま
ひ

デ
'
生
ナ
ガ
ラ
天
狗
ノ
御
姿

二
成
せ
給

テ

｣
云
々
と
語
っ
て
い
る

｡

確
か
に

『
保
元
物
語
』
で
は
天
狗
が
出
現
す
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
は
崇
徳
院
自
ら

が
天
狗
の
姿
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
'
｢松
山
天
狗
｣
に
お
け
る
天
狗
の
登
場
の

仕
方
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
｡
｢松
山
天
狗
｣
で
は
､
老
人
が
西
行
法
師
に
明
か

す
よ
う
に
､
生
前
の
崇
徳
院
に

｢魔
縁
｣
が

｢近
づ
き
奉
｣

っ
た
の
で
あ
っ
て
､
崇
徳

院
自
ら
が

｢魔
縁
｣
の
者
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
能
の
崇
徳
院
は
中
将
の
面
を
着

け
､
あ
く
ま
で
端
正
な
姿
で
現
れ
て
舞
を
舞
う
｡
そ
し
て
そ
の
崇
徳
院
の
も
と
を

｢魔

縁
｣
の
者
と
し
て
の
天
狗
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
｡
物
語
の
設
定
に
こ
う
し
た
変
更
を
加

え
た
の
は
'
上
皇
を
天
狗
の
姿
で
舞
台
に
登
場
さ
せ
る
の
は
あ
ま
り
に
畏
れ
お
お
い
か

ら
､
と
い
う
理
由
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
た
と
え
ば

｢蝉
丸
｣
と
い
う
能
は
､

き
かが
み

延
喜
帝
の
皇
子
で
あ
る
蝉
丸
と
そ
の
姉
逆

髪

を

異
形
の
者
､
奇
形
の
者
と
し
て
登
場
さ

せ
て
い
る
.
｢蝉
丸
｣
は
天
皇
家
の
タ
ブ
-
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
能
で
あ
り
､

こ
こ
で
は
非
常
に
大
胆
と
も
言
え
る
や
り
方
で
天
皇
家
が
扱
わ
れ
て
い
る
O
も
ち
ろ
ん

こ
れ
が
能
に
お
け
る
天
皇
の
常
套
的
な
扱
い
方
だ
と
ま
で
は
言
え
な
い
｡
崇
拝
の
対
象

と
し
て
の
天
皇
を
謡
う
能
も
数
多
く
あ
る
｡
し
か
し
､
｢蝉
丸
｣
.の
例
を
見
れ
ば
､
｢松

山
天
狗
｣
に
お
い
て
上
皇
を
天
狗
と
し
て
登
場
さ
せ
な
い
の
は
､
｢畏
れ
お
お
い
か
ら
｣

と
い
う
の
が
唯

一
の
理
由
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
｡
そ
も
そ
も
す
で
に

『
保
元
物

語
』
で
天
狗
と
な
っ
た
崇
徳
院
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
､
そ
れ
を
本
説

に
す
る
な
ら
､
天
狗
の
姿
の
崇
徳
院
を
登
場
さ
せ
る
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
と
も

言
え
る
｡
こ
う
し
た
設
定
変
更
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
､
ま
ず

｢松
山
天
狗
｣
に
お

け
る
天
狗
の
性
格
を
確
認
し
て
お
く
｡
前
場
で
は
､
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
､
都
の
こ

と
を
思
い
出
す
崇
徳
院
が
憤
激
の
極
み
に
達
す
る
と
き
に
､
｢魔
縁
｣
の
者
が
近
づ
く

よ
う
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
｡
天
狗
た
ち
が
崇
徳
の
も
と
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
､
憤
怒
と
苦
悶
に
満
ち
た
そ
の
心
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
天
狗
の
長
で
あ

る
相
模
坊
自
身
は
､
後
場
で
こ
う
謡
っ
て
い
る
｡

常
々
参
内
申
し
つ
つ
､
御
心
を
慰
め
申
さ
ん
と
､

諸
天
狗
を
引
き
連
れ
て
､

つば
さ

麹

を
並
べ
数
々
に
､
麹
を
並
べ
数
々
に
､
こ
の
松
山
に
飛
び
来
た
り
､
玉
体
を

ともがら

ことご
と

拝
し
奉
り
'
逆
臣
の

輩

を

悉

く
と
り
ひ
し
ぎ
蹴
殺
し
会
稽
を
雪
が
せ
申
す
べ

し
叡
慮
を
慰
め
お
は
し
ま
せ
｡

こ
こ
で
も
､
天
狗
た
ち
が
や
っ
て
き
た
の
は
上
皇
の
心
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と

い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
天
狗
た
ち
は

｢叡
慮
｣
を
慰
め
よ
う
と
'

｢逆
臣
の
輩
を
悉
く
と
り
ひ
し
ぎ
蹴
殺
｣
す
｡
天
狗
た
ち
は
'
崇
徳
院
を
裏
切
っ
た
臣

下
た
ち
を
踏
み
つ
け
に
L
t
蹴
り
殺
し
て
､
そ
う
す
る
こ
と
で
崇
徳
院
を
喜
ば
せ
る
と

い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
'
実
際
に
天
狗
が
臣
下
た
ち
を
､
た
と
え
ば
妖
術

の
よ
-
な
も
の
を
使
っ
て
と
り
殺
し
た
と
い
う
こ
と
を
描
き
出
す
場
面
で
は
な
い
｡
天

狗
た
ち
は
'
生
前
も
死
後
も
崇
徳
院
が
逆
鱗
を
発
す
る
た
び
に

｢常
々
｣
慰
め
に
訪
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
た
び
に
逆
臣
を
殺
し
て
い
た
の
で
は
､
も
は
や
殺
す
べ

き
逆
臣
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り
'
天
狗
た
ち
は
か
つ

て
の
臣
下
た
ち
を
踏
み
つ
け
に
し
､
蹴
り
殺
す
と
い
う
ま
ね
を
し
て
い
る
と
考
え
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
｡
天
狗
た
ち
は
､
あ
る
種
の
芝
居
を
し
て
'
そ
れ
を
観
覧
に
供
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
崇
徳
院
の
心
を
慰
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
芝
居
を
し
て
､
そ
れ
を
見

る
者
の
心
を
慰
め
る
の
は
､
ま
さ
に
芸
能
民
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
能
に
お
い
て
､

天
狗
に
は
芸
能
民
の
姿
が
重
な
る
｡
そ
し
て
､
『
埋

刀
物
語
』
に
変
更
を
加
え
､
崇
徳

院
と
は
別
人
格
の
天
狗
た
ち
を
設
定
し
た
の
は
､
｢畏
れ
お
お
い
か
ら
｣
と
い
う
ば
か

り
で
は
な
く
'
そ
こ
に
は
上
皇
を
慰
め
る
異
形
の
芸
能
民
を
登
場
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
能
は
作
者
不
明
で
は
あ

る
が
､
し
か
し
こ
れ
を
創
作
し
た
の
は
､
能
を
演
じ
る
芸
能
民
の
1
員
か
あ
る
い
は
そ

の
周
辺
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
｡
そ
し
て
､
あ
え
て
天
狗
の
姿
し
た
芸
能
民

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
､
芸
能
者
､
な
い
し
は
そ
れ
に
か
か
わ
る
者
で
あ
っ
た
こ
の
能

の
作
者
の
意
図
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
｡

天
狗
と
芸
能
民
の
関
係
を
も
う
少
し
広
い
範
囲
で
確
か
め
て
お
こ
う
｡
ま
ず
､
能
に

お
け
る
天
狗
の
あ
り
方
か
ら
見
て
い
く
｡
現
行
の
能
で
天
狗
が
シ
テ
と
し
て
登
場
す
る

ぜ
が
い

だ
い
え

の
は
､
｢較
馬
天
狗
｣､
｢
是

界

(善
界
)
｣､
｢
大

会

｣

､
｢車
僧
｣
の
四
曲
で
､
こ
れ
ら
は

天
狗
物
と
呼
ば
れ
て
い
る

(
｢松
山
天
狗
｣
の
天
狗
は
シ
テ
で
は
な
い
の
で
'

一
般
に

は
天
狗
物
に
分
類
さ
れ
な
い
)｡
｢是
界
｣'
｢大
会
｣'
｢車
僧
｣
の
天
狗
は
仏
の
教
え
に

害
を
な
そ
う
と
す
る
魔
物
と
し
て
現
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
天
狗
は
威
勢
は
よ
い
が
､

し
か
し
い
ず
れ
も
仏
の
力
に
は
か
な
わ
ず
'
打
ち
負
か
さ
れ
て
退
散
す
る
｡
こ
れ
ら
の

天
狗
た
ち
に
は
い
く
ぶ
ん
滑
稽
な
印
象
が
つ
き
ま
と
う
｡
た
だ
し
､
｢鞍
馬
天
狗
｣
の

大
天
狗
は
そ
れ
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
て
､力
強
い
霊
力
を
も
つ
者
と
し
て
現
れ
る
｡

牛
若
丸
に
兵
法
を
授
け
る
大
天
狗
は
､
牛
若
の
守
護
神
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
て
鞍
馬
山
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に
飛
び
去

っ
て
い
く
｡
天
狗
物
の
な
か
で
は
鞍
馬
天
狗
だ
け
が
例
外
的
な
存
在
で
あ
る

が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
'
こ
れ
ら
の
天
狗
に
芸
能
民
と
し
て
の
性
格
は
直
接
的
に
は
兄
い

だ
せ
な
い
｡
た
だ
し
､
こ
れ
ら
の
天
狗
に
共
通
す
る
点
と
し
て
､
自
ら
の
正
体
を
明
か

す
前
の
前
シ
テ
が
山
伏
姿
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
D
い
ま

で
も
天
狗
は
山
伏
姿
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
'
山
伏
が
天
狗
の
化
身
だ
と
す
る
と

い
う
伝
承
も
多
い
｡
他
方
､
山
伏
に
関
し
て
は
､
現
在
で
も
山
伏
神
楽
と
い
う
神
楽
が

行
わ
れ
､
凍
た
神
楽
を
そ
の
地
に
伝
え
た
の
は
山
伏
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
伝

わ
っ
て
い
る
o
山
伏
は
宗
教
者
で
あ
る
と
と
も
に
､

1
面
で
芸
能
者
と
し
て
表
象
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡
山
伏
姿
と
い
う
点
に
お
い
て
､
天
狗
物
の
天
狗
た
ち
に
も
芸
能
民
と
い

う
要
素
を
か
す
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
も
う

一
点
､
芸
能
民
と
は
直
接

か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
だ
が
､
天
狗
が
そ
の
形
態
と
し
て
､
鳥
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
お
く
O
｢松
山
天
狗
｣
で
は

｢麹
を
並
べ
数
々
に
｣
と
謡
わ
れ
て
お
り
､

天
狗
は
翼
を
は
や
し
､
空
を
飛
ぶ
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
｡
数
多
く
の
天
狗
が

群
を
な
す
と
い
う
と
こ
ろ
も
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
だ
ろ
う
｡
能
の
天
狗
た
ち
は
'

は
う
ち
わ

｢松
山
天
狗
｣
も
含
め
て
､
か
な
ら
ず
羽

団

扇

を
手
に
し
て
登
場
す
る
｡
こ
れ
は
鳥
の

羽
で
作
っ
た
大
型
の
団
扇
で
､
天
狗
と
鳥
の
か
か
わ
り
を
表
し
て
い
る
｡

天
狗
と
芸
能
民
の
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
表
す
能
と
し
て
は
'
｢花
月
｣
と
い
う
曲
が

あ
る
｡
こ
れ
は
花
月
と
名
乗
る
少
年
の
芸
能
者
を
シ
テ
と
し
た
曲
で
､
天
狗
は
､
登
場

人
物
と
し
て
は
現
れ
な
い
が
､
し
か
し
､
天
狗
は
こ
こ
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
｡
｢花
月
｣
は
少
年
芸
能
者
の
芸
尽
く
し
を
見
せ
場
と
す
る
と
と
も
に
､
親

子
再
会
物
と
い
う
要
素
を
あ
わ
せ
も
つ
曲
で
あ
る
｡
こ
の
シ
テ
の
少
年
に
つ
い
て
は
､

も
と
も
と
九
州
の

｢筑
紫
彦
山
｣
の
麓
に
住
む
者
で
あ
っ
た
が
'
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
'

都
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
芸
能
者
と
な

っ
た
と
い
う
設
定
が
さ
れ
て
い
る
D
少
年
は
天
狗

ほ
う
き

と
と
も
に
､
九
州
の
彦
山
か
ら
､
讃
岐
の
白
峯
､
伯
膏
大
山
､
京
都
の
愛
宕
山
あ
た
り

を
紡
纏
い
､
よ
う
や
く
都
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
能
は
､
す
で
に
芸

能
者
と
な

っ
た
少
年
が
清
水
寺
の
門
前
で
人
々
の
前
で
芸
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
｡
そ
の
と
き
九
州
か
ら
出
て
き
た
父
親
(ワ
キ
)
が
偶
然
そ
の
姿
を
目
に
す
る
｡

能
は
､
親
子
再
会
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
｡
天
狗
が
能
の
中
心
を
占
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
話
の
発
端
は
天
狗
の
所
業
で
あ
り
'
そ
れ
な
し
に
こ
の
能

は
成
り
立
た
な
い
｡
ま
た
､
も
と
も
と
芸
能
者
で
は
な
か
っ
た
こ
の
少
年
が
芸
を
身
に

つ
け
る
に
つ
い
て
は
､
天
狗
が
そ
の
師
匠
と
な

っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
｡
そ
し
て
､

｢花
月
｣
の
天
狗
に
つ
い
て
は
へ
各
地
を
紡
径
う
者
､
人
さ
ら
い
を
す
る
者
､
不
思
議

な
力
を
も

っ
た
山
の
民
-

山
伏
に
も
似
た
者
-

で
あ
る
と
謡
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
'
い
ず
れ
も
放
浪
の
芸
能
者

に
重
ね
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
｡

さ
ら
に
能
か
ら
さ
か
の
ぼ

っ
て
､
そ
れ
以
前
の
天
狗
の
表
象
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
｡

日
本
の
文
献
で
最
初
の
天
狗
と
い
う
語
が
現
れ
る
の
は
､
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
｡
そ

じ
ょめ
い

の
巻
第
二
三
に
､
静

明

天
皇
九
年
二
月
二
三
日
'
大
き
な
星
が
雷
鳴
の
よ
う
な
音
を
発

そ
う
み
ん

な
が
れぼ
し

あ
ら

これ
あ
ま
つき
つね

し
て
空
を
流
れ
､
こ
れ
に
つ
い
て
､
僧

曇

が

､
｢
流

星

に
非

ず
Q
是

天

狗

な
り
Q
其

ま

こゑ
いかづ
ち

に

の
恥

ゆ
る
声

雷

に
似

た
ら
く
の
み
｣
と
述
べ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
中
国
で
は
'
天

狗
が
大
音
を
と
も
な

っ
て
空
を
飛
ぶ
大
流
星
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
像
さ
れ
て
お

り
､
僧
量
の
言
葉
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
中
国
に
お
い
て
､
天

せ
んが
いき
ょう

狗
は
'
こ
の
よ
う
に
星
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

7
方
'
『
山

海

経

』

で
は
､
天
狗
と
し
て

山
猫
の
よ
う
な
図
が
描
か
れ
､
｢そ
の
状
狸
の
如
し
｣
･
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
天

狗
は
､
い
ま
の
人
々
が
思
い
浮
か
べ
る
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
姿
を
し
て
い
る
｡

天
狗
と
い
う
語
自
体
は
中
国
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
由
来
と
は
か
か
わ
り

な
く
､
様
々
な
変
転
を
経
る
な
か
で
､
日
本
に
お
け
る
天
狗
は
独
自
の
形
象
を
得
る
｡

『
源
氏
物
語
』
で
は
､
｢天
狗
､
木
霊
な
ど
や
-
の
も
の
｣
(｢夢
浮
橋
｣)
と
言
わ
れ
て

お
り
､
目
に
見
え
ぬ
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
姿
は
措
か
れ
て
は
い
な
い
｡
私
た
ち
の
知

る
天
狗
の
原
型
が
そ
の
姿
を
現
し
始
め
る
の
は
､
平
安
末
期
に
成
立
し
た

『
今
昔
物
語

集
』
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
い
た
っ
て
天
狗
は
仏
教
に
妨
げ
を
な
す
邪
悪
な
者
と
な
り
､

山
中
に
棲
み
､
空
中
を
自
由
に
飛
期
す
る
妖
怪
と
し
て
物
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
ま

た
､
天
狗
は
､
人
に
化
け
た
り
､
ま
た
人
に
悪
い
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
て

い
る
｡
そ
の
な
か
か
ら
あ
る
話
を
紹
介
し
て
お
く
｡

ほと
け
とげ
ん
じ
て
こず
ゑ
に
います
こと

｢天
狗
､
現

仏

坐

木

末

語

第
三
｣
(巻
第
二
十
)
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
物

さ
え
の
か
み

語
ら
れ
て
い
る

｡

昔
､
都
の
五
条
の
道

祖

神

が
鎮
座
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
柿
の
木
が

あ

っ
た
｡
そ
の
柿
の
木
に
突
然
､
仏
が
現
れ
て
､
燦
然
と
光
を
放
ち
'
花
を
降
ら
せ
る

な
ど
し
た
｡
そ
の
様
子
は
ま
こ
と
に
尊
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
都
の
人
々
が
多
く
集
ま

お
と
ど

っ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
妖
し
く
思

っ
た

｢光
ノ
大

臣

｣

と
い
う
人
が
正
体
を
明

か
し
て
や
ろ
う
と
柿
の
木
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
｡
こ
れ
は
何
か
幻
術
に
ち
が
い
な

い
と
考
え
て
､
大
臣
は
そ
の
仏
を
に
ら
み
つ
け
て
い
た
｡
す
る
と
'
幻
術
が
破
れ
て
し

ま
い
､
そ
の
仏
は
大
き
な
ク
ソ
ト
ビ
に
変
じ
て
'
翼
も
折
れ
木
の
枝
か
ら
落
ち
て
し
ま

っ
た
｡
地
面
で
も
が
く
ク
ソ
ト
ビ
は
子
ど
も
た
ち
に
打
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
ク
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ソ
ト
ビ
が
天
狗
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
話
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
天
狗

は
鳥
と
し
て
表
象
さ
れ
て
お
り
､
ま
た
､
天
狗
と
芸
能
者
と
の
か
か
わ
り
も
は
っ
き
り

と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

つ
ま
り
､
人
々
を
集
め
て
不
思
議
な
技
を
見
せ
る
の
が

か
み
な
か
し
も

まう
で

かぎ
りな

た
て
あ
へ

ま
さ
に
芸
能
者
で
あ
る
｡
｢京
中
ノ

上

中

下

ノ
人
詣

集

ル
事

無

限

シ

｡
車
モ
不

立

敢

ズ
､

かち
ぴと

つくす
べから

歩

人

ハ
タ
ラ
伝
ヒ
不

可

尽

ズ

｣
と
い
う
描
写
は
'
当
時
'
芸
能
が
催
さ
れ
た
祭
の
場
の

あ
り
さ
ま
を
映
す
も
の
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
芸
能
者
は
舞
台
上
で
は
人
々
の
喝
采
を
受

け
る
が
､
舞
台
を
降
り
る
と
､
い
か
が
わ
し
い
よ
そ
者
と
し
て
蔑
視
さ
れ
る
人
々
で
も

あ
っ
た
｡
芸
能
者
は
常
民
の
秩
序
の
外
側
に
い
る
異
人
で
あ
り
､
蔑
視
と
い
う
以
上
に
､

敵
視
さ
れ
'
と
き
に
は
こ
こ
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
､
打
ち
殺
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
つ̂
た
o

少
な
く
と
も
伝
説
と
し
て
の
異
人
殺
し
と
い
う
事
件
は
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
『今

昔
物
語
集
』
で
語
ら
れ
る
こ
の
天
狗
に
は
､
芸
能
民
の
表
象
が
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ

て
い
る
｡

天
狗
と
芸
能
民
の
か
か
わ
り
を
さ
ら
に
追
っ
て
み
る
と
'

7
四
世
紀
後
半
に
成
立
し

た

『
太
平
記
』
に
は
そ
れ
が
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
｡
そ
の
巻
第
五
に
は
'
北
条
高
時

が
催
し
た
田
楽
で
､
舞
い
歌
っ
て
い
た
田
楽
法
師
た
ち
が
､
突
如
､
天
狗
に
姿
を
変
え

クチ
パ
シカガ
マツ

ト
ビ

る
と
い
う
記
述
が
あ
る
.
そ
れ
は
'
｢

塀

勾

テ

鳶

ノ

如
ク
ナ
ル
｣
)者
た
ち
'
あ
る

ツパサ
アツ

ソノカタチ

い
は
'
｢身
二

肇

在

テ
其

形

山
伏
ノ
如
ク
ナ
ル
｣
者
た
ち
で
あ

っ
た

.
ま
た
､

二
二

四
九
年
に
は
勧
進
田
楽
の
開
催
中
に
桟
敷
が
倒
れ
､
多
数
の
死
者
が
出
る
と
い
う
事
件

が
起
き
た
が
､
『
太
平
記
』
は
こ
れ
を

｢天
狗
倒
シ
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
桟
敷
が
倒
れ

た
の
は
天
狗
の
仕
業
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
も
芸
能
民
と
天
狗
の
か
か
わ
り
が

明
示
さ
れ
て
い
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
天
狗
が

一
面
的
､
排
他
的
に
芸
能
民
で
あ
る
と
い
う
等
式
が
成
り
立
つ

わ
け
で
は
な
い
｡
天
狗
の
表
象
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
｡
山
岳
信

仰
と
い
う
面
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
L
t
ま
た
た
と
え
ば
高
い
鼻
と
い
う
形
象

ち
ど
･フ

は
伎
楽
の
治

道

面
か
ら
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

一
面
で
芸
能
民
表
象

が
天
狗
に
反
映
し
て
い
る
の
も
確
か
だ
｡
｢松
山
天
狗
｣
の
天
狗
の
形
象
に
は
､
天
狗

と
芸
能
民
の
間
に
す
で
に
以
前
か
ら
成
立
し
て
い
た
関
係
が
反
映
し
て
い
る
｡
先
ほ
ど

述
べ
た
よ
う
に
'
『
保
元
物
語
』
の
設
定
に
変
更
を
加
え
'
崇
徳
院
を
慰
め
る
者
と
し

て
の
芸
能
民
を
登
場
さ
せ
た
の
は
'
芸
能
民
で
も
あ
っ
た
こ
の
能
の
作
者
の
意
図
で
あ

っ
た
と
推
測
し
う
る
｡
と
こ
ろ
で
､
｢松
山
天
狗
｣
の
崇
徳
院
が
鳥
の
妖
怪
と
し
て
の

天
狗
に
慰
め
ら
れ
る
の
に
対
し
､
最
初
に
見
た

｢鶴
｣
で
は
'
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆

に
'
近
衛
天
皇
が
鳥
の
妖
怪
か
ら
呪
い
を
受
け
る
と
い
う
構
図
が
兄
い
だ
さ
れ
る
｡
鳥

の
妖
怪
と
天
皇
家
と
の
か
か
わ
り
は

｢松
山
天
狗
｣
と

｢鶴
｣
で
は
は
っ
き
り
逆
転
し

て
い
る
｡
こ
の
鶴
と
い
う
妖
怪
を
作
り
だ
し
た
の
は
､
『
平
家
物
語
』
の
作
者
の
想
像

力
で
過
り
､
『
平
家
物
語
』
以
前
の
文
献
に
鶴
の
よ
う
な
妖
怪
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
で

き
な
畑
.
ま
た

『
平
家
』
の
作
者
が
鶴
に
芸
能
民
の
表
象
を
重
ね
合
わ
そ
う
と
意
図
し

た
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
｡
つ
ま
り
'
能

｢鶴
｣
の
鶴
と
い
う
妖
怪
に
は
､
天
狗
の

場
合
と
は
違
い
､
す
で
に
以
前
か
ら
固
定
化
し
て
い
た
芸
能
民
と
の
か
か
わ
り
を
認
め

る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
だ
｡
し
か
し
､
｢鶴
｣
と
い
う
能
と
芸
能
民
の
つ
な
が
り
は
'

こ
の
能
そ
の
も
の
か
ら
'
そ
し
て
ま
た
､
作
品
と
そ
の
作
者
と
の
関
係
か
ら
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
｡
『
平
家
物
語
』
で
は
､
射
落
と
さ
れ
た
鶴
の
死
骸
は
う
つ
お
舟
に
乗

せ
ら
れ
川
に
流
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
､
流
さ
れ
た
鶴
の
顛
末
に
つ
い
て
は
何
も

語
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
世
阿
弥
作
の

｢鶴
｣
は
そ
の
後
日
談
と
し
て
成

立
し
て
お
り
､
鶴
の
死
骸
を
乗
せ
た
う
つ
お
舟
は
鴨
川
か
ら
淀
川

へ
と
流
れ
､
い
っ
た

ん
海
に
出
て
､
そ
れ
か
ら
芦
屋
の
岸
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
能
で
は
､
そ
の
地
で
夜
な
夜
な
怪
現
象
が
起
き
る
と
人
々
の
噂
に
な
っ
て
い
る
と

語
ら
れ
て
お
り
'
そ
し
て
､
そ
の
芦
屋
の
里
を
訪
れ
た
諸
国

一
見
の
僧
の
前
に
､
鶴
は

亡
霊
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
能
で
は
と
り
わ
け
う
つ
お
舟
と
い
う
モ
チ
ー

フ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
鶴
の
亡
霊
は
う
つ
お
舟
に
乗

っ
て
現
れ
'
う
つ
お
舟
に
そ
の

死
骸
が
押
し
込
め
ら
れ
る
様
が
演
じ
ら
れ
､
そ
し
て
水
に
流
れ
る
う
つ
お
舟
の
あ
り
さ

ま
が
謡
わ
れ
る
｡

異
形
の
者
が
う
つ
お
舟
に
入
れ
ら
れ
て
流
さ
れ
る
と
い
う
話
が
想
起
さ
せ
る
の
は
'

ま
ず
ヒ
ル
コ
の
伝
説
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
ま
た
う
つ
お
舟
に
か
か
わ
る
鶴
の
物
語
は
'

ヒ
ル
コ
と
と
も
に
､
ま
た
世
阿
弥
自
身
の
語
る
彼
の
出
自
に
直
結
し
て
い
る
O
『
風
姿

花
伝
』
の

｢神
儀
に
い
わ
く
｣
で
芸
能
史
に
つ
い
て
書
き
記
す
世
阿
弥
は
､
猿
楽
芸
能

民
の
祖
秦
河
勝
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
｡
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
､
河
勝
は
秦
の
始
皇
帝
の

再
誕
で
､
初
瀬

(泊
瀬
)
の
河
を
流
れ
下
る
壷
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
｡
さ

ら
に
世
阿
弥
は
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

彼
河
勝
､
欽
明

･
敏
達

･
用
明

･
崇
峻

･
推
古

･
上
官
太
子
に
仕

へ
奉
り
､
此
芸

を
ば
子
孫
に
伝

へ
､
化
人
跡
を
留
め
ぬ
に
よ
り
て
､
摂
津
国
難
波
の
浦
よ
り
､
う

つ
ほ
舟
に
乗
り
て
､
風
に
ま
か
せ
て
西
海
に
出
づ
｡
播
磨
の
国
坂
越
の
浦
に
着
く
｡

清
人
舟
を
上
げ
て
見
れ
ば
､
か
た
ち
人
間
に
変
れ
り
.
諸
人
に
潰
き
崇
り
て
奇
瑞
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を
な
す
｡
則
､
神
と
崇
め
て
'
国
豊
也
｡

秦
河
勝
は
数
代
の
天
皇
に
芸
能
者
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
､
あ
る
と
き
宮
廷
を
離
れ
､

う

つ
お
舟
で
各
地
を
紡
軽
い
､
異
形
の
者
と
し
て
不
思
議
な
現
象
を
起
こ
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
秦
河
勝
が
芸
能
民
の
祖
で
あ

っ
た
な
ど
と
い
う
史
実
は
な
い
｡

し
か
し
'
こ
れ
は
世
阿
弥
が
創
作
し
た
物
語
で
は
な
く
､
家
系
に
伝
わ
る
伝
承
に
基
づ

く
記
述
な
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ
れ
を
書
き
記
す
世
阿
弥
は
､
自
ら
の
父
祖
が

｢化

人
｣
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
す
ら
感
じ
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
｡
こ
の
記
述
は
自
ら

の
芸
祖
で
あ
る
人
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
も
ち
ろ
ん
､
河
勝
に
つ
い
て

は
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
こ
の
記
述
で
河
勝
は
自
ら
の
意
志
で
宮
廷

を
離
れ
た
よ
う
に
物
語
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
宮
中
お
抱
え
の
芸
能
者
が
自
ら
進
ん
で
宮

廷
を
離
れ
る
理
由
な
ど
ま
ず
あ
り
え
な
い
｡
｢芸
を
ば
子
孫
に
伝

へ
｣
る
た
め
と
記
さ

れ
て
い
る
が
､
な
ぜ
そ
の
た
め
に
宮
廷
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
説

明
も
な
く
'
こ
れ
は
と
う
て
い
理
由
と
し
て
成
り
立
ち
そ
う
も
な
い
｡
む
し
ろ
､
も
と

も
と
あ

っ
た
宮
中
か
ら
の
追
放
と
い
う
物
語
が
伝
承
の
過
程
で
作
り
替
え
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
し
た
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
｡
秦
河
勝
と
い
う
異
形
の
者
が
宮
中
を
追

わ
れ
､
う
つ
お
舟
に
乗
り
､
各
地
を
紡
裡

っ
て
怪
現
象
を
起
こ
し
た

-

と
り
わ
け
う

つ
お
舟
と
い
う
神
話
的
な
モ
チ
ー
フ
に
注
目
す
る
と
き
'
こ
う
し
た
叙
述
は
､
世
阿
弥

作
の

｢鶴
｣
に
は
っ
き
り
反
映
し
て
い
る
の
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
異
形
の
者
､

化
生
の
者
と
し
て
の
鶴
も
ま
た
宮
中
か
ら
捨
て
ら
れ
､
う

つ
お
舟
に
乗
せ
ら
れ
各
地
を

流
れ
流
れ
て
怪
現
象
を
起
こ
す
の
で
あ
る
｡
確
か
に
鶴
と
い
う
妖
怪
自
体
は
世
阿
弥
に

よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
世
阿
弥
が

｢鶴
｣
と
い
う
能
を
創
作

す
る
と
き
､
自
ら
の
家
系
の
伝
承
が
脳
裏
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
｡
こ
の
能

に
お
け
る
鶴
の
形
象
に
も
芸
能
民
の
表
象
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

芸
能
民
表
象
を
宿
す
鳥
の
妖
怪
は
､
｢松
山
天
狗
｣
で
は
元
の
天
皇
を
慰
め
､
｢鵡
｣

で
は
現
天
皇
に
呪
い
を
か
け
る
Q
妖
怪
た
ち
が
天
皇
と
上
皇
に
対
し
て
対
照
的
な
態
度

を
と
る
の
に
並
行
し
て
'
ま
た
天
皇
と
上
皇
は
対
照
的
な
立
場
に
あ
る
｡
崇
徳
院
は
宮

廷
を
追
わ
れ
た
者
で
あ
る
の
に
対
し
､
近
衛
天
皇
は
-

そ
の
意
図
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず

-

崇
徳
を
追
放
し
た
側
に
立

つ
｡
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
退
位
を
強
い
ら
れ
た
崇
徳

の
あ

と
に
即
位
し
た
の
が
近
衛
帝
な
の
で
あ
る
｡
鳥
の
形
象
を
ま
と
っ
た
芸
能
民
は
追

放
す
る
側
の
天
皇
に
崇
り
を
な
し
､
追
放
さ
れ
た
上
皇
を
慰
め
る
｡
天
皇
家
に
対
し
て
､

こ
う
し
た
対
照
的
な
姿
勢
が
生
じ
る
の
は
､
宮
中
か
ら
の
放
逐
と
い
う
崇
徳
の
運
命
が

ま
た
芸
能
民
の
運
命
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
｡
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ら

の
能
を
創
作
し
た
芸
能
者
が
自
ら
の
出
自
に
関
し
て
そ
う
し
た
想
い
を
抱
い
て
い
た
か

ら
だ
ろ
う
｡
宮
廷
を
追
わ
れ
'
海
を
渡
っ
て
讃
岐

へ
と
流
さ
れ
'
つ
い
に
は
化
生
の
者

と
な

っ
た
崇
徳
の
姿
に
は
'
宮
廷
を
離
れ
て
う
つ
お
舟
で
海
を
紡
径
う
化
人
と
し
て
の

秦
河
勝
の
姿
が
重
な
る
｡
『
風
姿
花
伝
』
の
秦
河
勝
の
伝
承
か
ら
は
､
宮
中
か
ら
の
追

放
と
い
う
記
憶
が
い
く
ぶ
ん
歪
曲
を
被
り
な
が
ら
も
猿
楽
芸
能
民
の
う
ち
に
受
け
継
が

れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
宮
中
を
追
わ
れ
た
者
の
恨
み
は
､

一
方
で
は

『
保
元

物
語
』
に
お
け
る
天
狗
と
い
う
形
象
を
と
り
､
他
方
ま
た
能
に
お
い
て
は
､
鶴
と
い
う

妖
怪
の
形
象
を
得
る
｡

宮
中
の

一
員
で
あ
っ
た
芸
能
民
が
や
が
て
そ
こ
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
は
'

ま
っ
た
く
空
想
的
な
絵
空
事
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
秦
河
勝
に
関
す
る
記
述
を
載

せ
る

『
風
姿
花
伝
』
の

｢神
儀
に
い
わ
く
｣
は
､
猿
楽
の
歴
史
を
語
る
章
で
あ
る
｡
こ

じん
だ
い

こ
で
世
阿
弥
は
猿
楽
の
起
源
を
神

代

の
神
楽
舞
に
求
め
'
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

さ
るが
く

か
み
よ

は
じ

い
っ

あ
ま
て
るお
ほん
が
み

あ
ま

こも

申

楽

'
神

代

の
始

ま
り
と
云

ば
､
天

照

太

神

､

天

の
岩
戸
に
龍

り
給
ひ
し
時
～

て
ん
が
と
こや
み

な
り

や
を
ろ
づ

かん
たち

あ
ま
の
か
ぐ

あ
つま

お
ほんが
み

天

下

常

闇

に
成

し
に
､
八

百

万

の

神

達

'
天

香

具

山
に
集

り

､
大

神

の

御
心
を

か
ぐ
ら

せ
いな
う

は
じ

-
ず
め

す
す

と
ら
ん
と
て
､
神

楽

を
奏
し
､
細

男

を

始

め

給
ふ
｡
中
に
も
'
天
の
銀

女

の
尊
､
進

い

たま
ひ

し
で

つけ

あ

ほ
ど
ろ
や
き
ふ
み

とど
ろ

か
んが
かり

み
出
で
給

て

､
榊
の
枝
に
幣

を

付

て

､
声
を
上

げ
､
火

処

焼

､踏
み

轟

か
し
､神

意

ま
ひ
かな

り

す
と
､
歌
ひ

舞

奏

で
給
ふ
｡

世
阿
弥
は

『
古
事
記
』
､
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
神
話
に
芸
能
の
起
源
を
衷
め
る

の
で
あ
り
'
そ
の
限
り
で
は
荒
唐
無
稽
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
し
か
し
､
他
方
､
記
紀

の
記
述
は
､
記
紀
の
成
立
以
前
か
ら
実
際
に
執
5%
行
わ
れ
て
い
た
宮
中
の
祭
儀
の
あ
り

さ
ま
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
冬
至
の
こ
ろ
に
行
わ
れ
た
鎮
魂
祭

の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
'
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
舞
う
よ
う
な
激
し
い
盛
女
の
舞
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
う
し
た
祭
儀
は
ま
た
芸
能
の
起
源
で
も
あ
る
｡
『
日
本
書
紀
』
の

わ
ぎ
を
き

あ
る
バ
ー
ジ

ョ
ン
で
､
｢猿
女
君
の
遠
祖
天
細
女
命

[中
略
]
､
巧
に
作

俳

優

す
｣
と
記

さ
れ
る
通
り
'
踊
り
狂
う
シ
ャ
ー
マ
ン
は
ま
た

｢俳
優
｣
で
も
あ

っ
た
｡
猿
楽
と
い
う

芸
能
の
起
源
を
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
狂
乱
の
舞
に
求
め
る
世
阿
弥
の
説
は
､
神
話
と
い
う

枠
組
み
を
は
ず
せ
ば
､
的
は
ず
れ
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
｡
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
､
猿
楽

の
歴
史
は
､
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
狂
乱
の
舞
に
よ
っ
て
始
ま
る
｡
そ
の
舞
を
舞
う
ク
ズ
メ

は
神
と
し
て
､
司
祭
と
し
て
､
ま
た
芸
能
者
と
し
て
祭
儀
の
中
心
に
立

つ
｡
ク
ズ
メ
は

ま
つりご
と

政

の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
｡
次
に
世
阿
弥
が
イ
ン
ド
で
の
出
来
事
と
し
て
語
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る
の
は
､
狂
乱
の
祭
儀
が

｢物
ま
ね
｣
と
い
う
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

演
劇
の
形
を
整
え
て
い
く
過
程
で
あ
る
｡
し
か
し
､
祭
儀
が
演
劇
と
い
う
芸
能
に
洗
練

さ
れ
る
の
に
つ
れ
て
､
芸
能
者
は
ま
た
司
祭
と
し
て
の
地
位
を
失

っ
て
い
く
｡
彼
ら
は

も
は
や
見
物
の
対
象
で
し
か
な
い
｡
こ
の
段
階
に
お
い
て
'
か
つ
て
祭
儀
の
中
心
に
あ

っ
た
司
祭
た
ち
は
す
で
に
演
技
者
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
さ
ら
に
上
官
太

子
､
す
な
わ
ち
聖
徳
太
子
の
こ
ろ
ま
で
数
代
の
天
皇
に
仕
え
て
い
た
秦
河
勝
は
や
が
て

宮
中
を
離
れ
る
｡
河
勝
は
､
う

つ
お
舟
に
乗
っ
て
各
地
を
紡
復
い
､
｢諸
人
に
悪
き
崇
｣

り
､
｢奇
瑞
｣
を
な
す
｡
世
阿
弥
が
語
る
の
は
､
政
の
中
心
を
占
め
て
い
た
司
祭
=
芸
能

者
が
し
だ
い
に
周
縁

へ
と
追
放
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
か
ら
さ

ら
に
時
代
が
下
る
と
､
こ
の
化
人
の
末
商
は
た
と
え
ば
天
狗
と
い
う
化
生
の
者
の
姿
を

ま
と
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
讃
岐
の
相
模
坊
は
自
ら
と
運
命
を
共
有
す
る
上
皇
の
も

と
を
訪
れ
'
逆
臣
た
ち
を
蹴
殺
す
と
い
う

｢奇
瑞
｣
を
な
し
て
そ
の
苦
悶
を
慰
め
る
｡

逆
に
追
放
の
芸
能
民
の
表
象
を
宿
し
た
鶴
は
自
ら
を
放
逐
し
た
側
の
天
皇
に

｢懇
き
崇

る
｣
の
で
あ
る
｡

宮
中
を
離
れ
て
､
う
つ
お
舟
で
さ
ま
よ
う
化
人
の
伝
承
は
､
ま
た
ヒ
ル
コ
の
神
話
に

遡
及
す
る
｡
イ
ザ
ナ
キ
､
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
兄
妹
の
聖
婚
か
ら
異
形
の
者
が
生
ま
れ
る

と
い
う
ヒ
ル
コ
神
話
の
モ
チ
ー
フ
は
､
近
親
相
姦
と
い
う
要
素
を
介
し
て
､
賎
民
と
し

て
の
芸
能
民
表
象

へ
と
連
な
る
｡
天
皇
家
の
神
話
は
､
近
親
相
姦
と
不
具
の
子
の
遺
棄

と
い
う
罪
か
ら
始
ま
る
｡
そ
し
て
'
生
ま
れ
た
子
供
は
流
さ
れ
て
姿
を
消
し
､
神
話
の

表
層
に
ふ
た
た
び
現
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
神
話
は
両
親
の
側
か
ら
生
成
す
る
｡
し
か
し
､

能
に
お
い
て
は
､
流
さ
れ
た
者
､
遺
棄
さ
れ
た
者
の
側
か
ら
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
｡
そ

こ
で
は
化
人
を
祖
と
す
る
芸
能
者
の
給
持
と
､
｢乞
食
の
所
行
｣
(三
条
公
忠

『
後
愚
昧

記
』
)
を
な
す
者
と
定
め
ら
れ
た
賎
民
の
悲
憤
が
絡
み
合
う
｡
天
狗
も
鶴
も
秦
河
勝
の

後
蘭
で
あ
る
と
同
時
に
､
彼
ら
は
ま
た
ヒ
ル
コ
の
化
身
で
あ
る
｡

注Ⅲ
金
関
猛

『能
と
精
神
分
析
』
(平
凡
社
t

i
九
九
九
年
)へ
一
五
五
頁
以
下

∽市
古
貞
次
校
注
･
訳

『平
家
物
語
』
(小
学
館
'
1
九
九
四
年
)
か
ら
｡

刷
｢松
山
天
狗
｣
の
引
用
は
'
野
上
豊

一
郎

『解
注
･
謡
曲
全
集

第
六
巻
』
(中
央
公
論
社
七

一
九
三
六
年
)
か
ら
｡

仙引
用
は
栃
木
孝
惟
他
校
注

『保
元
物
語

平
治
物
語

承
久
記
』
(岩
波
書
店
二

九
九
二
年
)

か
ら
｡

㈲大
林
太
良
(著
者
代
表
)
『
日
本
民
俗
文
化
大
系

第
七
巻
』
(小
学
館
､

7
九
八
四
年
)'

1

三
五
ペ
ー
ジ
｡

㈲引
用
は
坂
本
太
郎
他
校
注

『
日
本
書
紀
』
(岩
波
書
店
､

1
九
九
四
年
)
か
ら
o

S引
用
は
小
峰
和
明
校
注

『今
昔
物
語
集
』
(岩
波
書
店
､

一
九
九
四
年
)
か
ら
｡

㈲小
松
和
彦

『異
人
論
』
(筑
摩
書
房
､

t
九
九
五
年
)､
〓

頁
以
下
｡

㈱引
用
は

後
藤
丹
治
校
注

『
太
平
記
』
(岩
波
書
店
'
一
九
六
〇
年
)
か
ら
｡

E■iZ1
10
｢座
談
会
､
『鶴
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『観
世
』､

1
九
八
六
年
三
月
号
､
五
五
ペ
ー
ジ
)
で
､

阪
倉
篤
義
は
､
鵜
は

｢恐
ら
く

『
平
家
』
の
作
者
が
創
造
し
た
も
の
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

11
『
風
姿
花
伝
』
の
引
用
は
､
表
章
'
加
藤
周
1
校
注

『
世
阿
弥

禅
竹
』
(岩
波
書
店
､
一
九

七
四
年
)
か
ら
｡

12た
と
え
ば

『
世
界
大
百
科
事
典
』
(平
凡
社
)
の

｢天
銀
女
命
｣
の
項
｡

iZ'.tu

付
記

本
稿
は
岡
山
大
学
文
学
部
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
研
究

｢日
本
に
お
け
る

美
的
概
念
の
変
遷
J
の
第
2
回
研
究
発
表
会

(二
〇
〇
四
年
六
月
二
三
日
'
於

･
岡
山
大
学
文
学
部
)
で
の
発
表

｢能
に
現
れ
る
異
人
た
ち
-
天
皇
と
芸
能
民
-
｣

の
原
稿
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
Q
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