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陽
の
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
鞍
馬
山
の
奥
に
あ
る
僧
正
が
谷
に
す
む
山
伏（
シ
テ
）

が
、鞍
馬
山
で
花
見
が
あ
る
と
の
噂
を
聞
き
、「
よ
そ
な
が
ら
」梢
で
も
見
よ
う
と

出
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　

場
面
は
変
わ
っ
て
、鞍
馬
の
西
谷
の
寺
の
能
力（
ア
イ
）が
登
場
す
る
。
西
谷
と

東
谷
は
、花
見
会
の
お
世
話
係
を
毎
年
交
替
で
受
け
持
っ
て
い
る
。
今
年
は
西
谷

の
当
番
だ
が
、東
谷
が
花
見
に
来
て
く
れ
る
様
子
が
な
い
と
、や
き
も
き
し
て
手

紙
を
や
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
場
面
が
変
わ
る
。
東
谷
の
僧（
ワ
キ
）が
、西
谷
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
る

と
、そ
こ
に
は「
け
ふ
見
ず
は
悔
し
か
ら
ま
し
花
盛
り
咲
も
残
ら
ず
散
り
も
始
め

ず
」と
い
う
古
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。「
今
日
桜
を
見
に
来
な
け
れ
ば
後
悔
す
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
よ
。
今
ま
さ
に
花
盛
り
で
す
。
残
ら
ず
咲
き
、一
つ
も
散
り
始

め
て
い
ま
せ
ん
」と
で
も
い
う
意
味
で
あ
る
。
山
桜
が
咲
き
誇
り
、折
り
重
な
る

風
景
が
脳
裡
に
広
が
る
だ
ろ
う
。
便
り
が
な
く
て
も
花
見
に
行
く
つ
も
り
だ
っ
た

と
東
谷
の
僧
は
、花
見
に
向
か
う
。
と
も
に
連
れ
て
行
く
の
は
、花
に
負
け
じ
と

華
や
か
な
装
束
に
身
に
包
ん
だ
稚
児
た
ち
で
あ
る
。
世
阿
弥
は『
風
姿
花
伝
』第

一「
年
来
稽
古
条
々
」に
、十
二
、三
歳
こ
ろ
よ
り
の
役
者
は（
今
で
い
う
と
小
学
生

か
ら
中
学
生
ぐ
ら
い
、ち
ょ
う
ど
花
見
の
子
方
役
ぐ
ら
い
の
年
齢
で
あ
る
）、「
先
、

童
形
な
れ
ば
、な
に
と
し
た
る
も
幽
玄
な
り
。
声
も
立
つ
頃
也
」「
悪
き
事
は
隠
れ
、

よ
き
事
は
い
よ
い
よ
花
め
け
り
」と
言
う
。
姿
も
良
し
、声
も
良
し
、悪
い
癖
な
ど

気
に
な
ら
な
く
、
舞
台
に
い
る
だ
け
で
花
め
く
の
が
、
こ
の
頃
の
子
方
な
の
だ
。

そ
れ
が
一
人
で
は
な
く
群
を
な
し
て
い
る
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
遠
足
に
い
く
児

童
た
ち
の
、圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
賑
や
か
さ
に
、誰
し
も
接
し
た
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、能《
鞍
馬
天
狗
》に
登
場
す
る
彼
ら
は
、今
を
時
め
く
平
清

盛
の
子
た
ち
な
の
で
あ
る
。
将
来
の
栄
光
を
も
約
束
さ
れ
た
恵
ま
れ
た
子
た
ち
。

こ
れ
以
上
の
は
な
や
ぎ
は
な
い
だ
ろ
う
。
花
見
に
興
じ
る
稚
児
た
ち
を
楽
し
ま
せ

る
た
め
の
、能
力
の
か
わ
い
ら
し
い
小
謡
が
、賑
や
か
さ
を
さ
ら
に
演
出
す
る
。

の
稚
児
梅
若
と
恋
に
落
ち
た
例
な
ど
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、愛
妾
と
な
る
稚
児

は
寺
社
の
堕
落
ぶ
り
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
盛
次
の
悪
口

は
、鞍
馬
寺
で
稚
児
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、そ
う
い
う
存
在
だ
っ
た
の
で
は
と

い
う
、偏
見
に
満
ち
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
天
狗
の
話
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、南
北
朝
の
応
安
年
間（
一
三
六
八
～
七
五
）に
成
立
か
と
さ
れ
て
い

る『
太
平
記
』の
巻
二
八「
阿
保
秋
山
四
条
川
原
合
戦
の
事
」で
は
、秋
山
新
蔵
人
光

政
の
名
乗
り
の
う
ち
に「
鞍
馬
の
奥
僧
正
谷
に
て
、愛
宕
・
高
雄
の
天
狗
ど
も
が
、

義
経
に
授
け
し
兵
法
を
ば
、残
ら
ず
こ
れ
を
伝
へ
た
り
」と
あ
り
、こ
の
頃
に
は
、

天
狗
に
兵
法
を
習
っ
た
と
い
う
伝
説
が
、す
で
に
巷
間
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

そ
う
す
る
と
、能《
鞍
馬
天
狗
》は
、少
な
く
と
も
南
北
朝
期
以
後
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
上
演
記
録
と
し
て
は
、
寛
正
五
年（
一
四
六
四
）三
月
九
日

将
軍
院
参
の
観
世
能（『
親
元
日
記
』
）ま
で
し
か
遡
れ
な
い
。
作
者
は
、世
阿
弥
説

（
金
春
系『
自
家
伝
抄
』
）と
宮
増
説（
観
世
家『
能
本
作
者
註
文
』
）が
あ
る
が
、

現
在
は
、宮
増
説
を
と
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、複
数
の
宮
増
姓
の
役
者
の
存

在
が
知
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
の
詳
し
い
系
譜
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、

能《
鞍
馬
天
狗
》の
作
者
と
し
て
比
定
す
る
に
は
、慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

二
、能《
鞍
馬
天
狗
》の
花
や
ぎ

　

満
開
の
桜
の
も
と
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
能《
鞍
馬
天
狗
》は
、最
初
は
、明
る
く

　

そ
ん
な
花
や
ぎ
の
頂
点
に
あ
っ
て
、
冒
頭
の
山
伏
が
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
と

舞
台
の
空
気
が
一
変
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
る
。「
よ
そ
も
の
」で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
山
伏
で
あ
る
が
、
花
見
の
会
へ
突
如
乱
入
し
た
狼
藉
者

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
東
谷
の
僧
は
、「
外
人
」が
こ
こ
に
い
て
は
い
け
な
い
と
、

人
を
選
ぶ
の
は
よ
く
な
い
と
、
一
見
、
平
等
主
義
的
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、

し
か
し
共
に
花
見
を
し
よ
う
と
は
な
ら
ず
に
、「
花
を
ば
明
日
こ
そ
御
覧
候
べ

け
れ
」と
、稚
児
た
ち
を
引
き
連
れ
帰
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
西
谷
か
ら
の
手
紙

に
あ
っ
た
、今
日
が
ま
さ
に
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
古
歌
の
心
か
ら
す
る
と
、

明
日
の
花
見
で
は
時
期
を
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
近
寄
り

が
た
い
佇
ま
い
の
山
伏
だ
っ
た
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

三
、月
に
も
花
に
も
捨
て
ら
れ
て
候

　

山
伏
を
残
し
て
花
見
の
一
群
は
去
っ
て
い
く
が
、一
人
の
少
年
が
残
る
。
彼
こ

そ
が
幼
き
義
経
こ
と
牛
若
丸
、鞍
馬
寺
で
の
名
は
遮
那
王
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

舞
台
上
の
動
き
は
少
な
い
が
、
謡
は
詩
歌
の
引
用
を
駆
使
し
た
凝
っ
た
作
り
に

な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
山
伏
が
謡
う「
遙
か
に
人
家
を
見
て
花
あ
れ
ば
便
ち
入
る
、
論
ぜ
ず

貴
賤
と
親
疎
と
を
弁
え
ぬ
を
こ
そ
」は『
和
漢
朗
詠
集
』の
白
楽
天
の
歌
に
拠
る
。

「
遠
く
か
ら
人
の
家
に
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
ら
、
す
ぐ
に
見
に

行
く
。
そ
の
家
が
金
持
ち
か
貧
乏
か
、
親
し
い
家
か
親
し
く
な
い
家
か
は
関

係
が
な
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
花
を
見
つ
け
た
ら
近
づ
い
て
花
見
を
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
も
が
同
じ
で
、
私
も
花
見
が
し
た
か
っ
た
だ
け
な

の
に
、
な
ぜ
仲
間
外
れ
に
す
る
の
か
と
い
う
不
満
を
つ
ぶ
や
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、遮
那
王
は
、「
げ
に
や
花
の
下
の
半
日
の
客
、月
の
前
の
一
夜
の

友
」と
言
葉
を
か
け
る
。
こ
れ
は『
平
家
物
語
』三「
少
将
帰
洛
」に
見
ら
れ
る
句

で
あ
る
。
た
っ
た
半
日
花
の
下
で
一
緒
に
い
た
客
、
月
の
前
で
た
っ
た
一
夜
だ

一
、義
経
と
天
狗
説
話

　

牛
若
丸
の
ち
の
九
郎
判
官
義
経
の
物
語
は
、文
学
・
芸
能
に「
判
官
物
」「
義
経

物
」と
よ
ば
れ
る
作
品
群
を
産
み
出
し
た
。
し
か
し
、牛
若
丸
が
、鞍
馬
寺
に
て
修

行
を
し
、天
狗
に
兵
法
を
習
っ
た
と
い
う
伝
説
は
、す
で
に
諸
氏
が
指
摘
す
る
通

り
、そ
れ
ほ
ど
多
く
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
平
治
物
語
』（
流
布
本
、巻
三
）で
は
、「
昼
は
終
日
学
文
を
事
と
し
、夜
は
終
夜

武
芸
を
稽
古
せ
ら
れ
た
り
。
僧
正
が
谷
に
て
天
狗
と
夜
な
夜
な
兵
法
を
習
う
と

云
々
」と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』で
、義
経
の
幼
少
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の
は
、巻

十
一「
嗣
信
最
後
」あ
る
。
八
島
に
て
、平
家
方
の
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
が
、船
中

か
ら
身
を
乗
り
出
し
、源
氏
方
に「
今
日
の
源
氏
の
大
将
軍
は
誰
だ
」と
大
音
声
で

問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、伊
勢
三
郎
義
盛
が
、「
九
郎
大
夫
判
官
殿
で
あ
る
」と
答
え

る
。
そ
れ
に
対
し
、盛
次
が
、

　

さ
る
事
あ
り
。
一
と
せ
平
治
の
合
戦
に
父
討
た
れ
て
、み
な
し
ご
に
て
あ
り

し
が
、鞍
馬
の
児ち
ご

し
て
、後
は
こ
が
ね
商あ
き
ん
ど人
の
所
し
ょ
じ
ゅ
う従に
な
り
、粮
料
せ
お
う
て
奥

州
へ
落
ち
ま
ど
ひ
し
小
冠
者
が
事
か
。

と
言
い
放
ち
、言
葉
争
い
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
み
な
し
ご
、鞍
馬
の
稚
児
、商
人

の
所
従
、食
料（
粮
料
）を
背
負
っ
て
落
ち
ま
ど
っ
て
い
た
、小
冠
者
、と
い
う
語
は
、

い
ず
れ
も
愚
弄
の
意
味
を
含
む
。

　

稚
児
が
、男
色
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
例
は
、た
と
え
ば『
宇
治
拾
遺
物
語
』の

比
叡
山
の
稚
児
や
、『
秋
夜
長
物
語
』（
南
北
朝
）の
、比
叡
山
の
僧
桂
海
が
三
井
寺
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三
六
八
～
七
五
）に
成
立
か
と
さ
れ
て
い

る『
太
平
記
』の
巻
二
八「
阿
保
秋
山
四
条
川
原
合
戦
の
事
」で
は
、秋
山
新
蔵
人
光

政
の
名
乗
り
の
う
ち
に「
鞍
馬
の
奥
僧
正
谷
に
て
、愛
宕
・
高
雄
の
天
狗
ど
も
が
、

義
経
に
授
け
し
兵
法
を
ば
、残
ら
ず
こ
れ
を
伝
へ
た
り
」と
あ
り
、こ
の
頃
に
は
、

天
狗
に
兵
法
を
習
っ
た
と
い
う
伝
説
が
、す
で
に
巷
間
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

そ
う
す
る
と
、能《
鞍
馬
天
狗
》は
、少
な
く
と
も
南
北
朝
期
以
後
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
上
演
記
録
と
し
て
は
、
寛
正
五
年（
一
四
六
四
）三
月
九
日

将
軍
院
参
の
観
世
能（『
親
元
日
記
』
）ま
で
し
か
遡
れ
な
い
。
作
者
は
、世
阿
弥
説

（
金
春
系『
自
家
伝
抄
』
）と
宮
増
説（
観
世
家『
能
本
作
者
註
文
』
）が
あ
る
が
、

現
在
は
、宮
増
説
を
と
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、複
数
の
宮
増
姓
の
役
者
の
存

在
が
知
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
の
詳
し
い
系
譜
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、

能《
鞍
馬
天
狗
》の
作
者
と
し
て
比
定
す
る
に
は
、慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

二
、能《
鞍
馬
天
狗
》の
花
や
ぎ

　

満
開
の
桜
の
も
と
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
能《
鞍
馬
天
狗
》は
、最
初
は
、明
る
く

　

そ
ん
な
花
や
ぎ
の
頂
点
に
あ
っ
て
、
冒
頭
の
山
伏
が
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
と

舞
台
の
空
気
が
一
変
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
る
。「
よ
そ
も
の
」で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
山
伏
で
あ
る
が
、
花
見
の
会
へ
突
如
乱
入
し
た
狼
藉
者

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
東
谷
の
僧
は
、「
外
人
」が
こ
こ
に
い
て
は
い
け
な
い
と
、

人
を
選
ぶ
の
は
よ
く
な
い
と
、
一
見
、
平
等
主
義
的
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、

し
か
し
共
に
花
見
を
し
よ
う
と
は
な
ら
ず
に
、「
花
を
ば
明
日
こ
そ
御
覧
候
べ

け
れ
」と
、稚
児
た
ち
を
引
き
連
れ
帰
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
西
谷
か
ら
の
手
紙

に
あ
っ
た
、今
日
が
ま
さ
に
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
古
歌
の
心
か
ら
す
る
と
、

明
日
の
花
見
で
は
時
期
を
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
近
寄
り

が
た
い
佇
ま
い
の
山
伏
だ
っ
た
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

三
、月
に
も
花
に
も
捨
て
ら
れ
て
候

　

山
伏
を
残
し
て
花
見
の
一
群
は
去
っ
て
い
く
が
、一
人
の
少
年
が
残
る
。
彼
こ

そ
が
幼
き
義
経
こ
と
牛
若
丸
、鞍
馬
寺
で
の
名
は
遮
那
王
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

舞
台
上
の
動
き
は
少
な
い
が
、
謡
は
詩
歌
の
引
用
を
駆
使
し
た
凝
っ
た
作
り
に

な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
山
伏
が
謡
う「
遙
か
に
人
家
を
見
て
花
あ
れ
ば
便
ち
入
る
、
論
ぜ
ず

貴
賤
と
親
疎
と
を
弁
え
ぬ
を
こ
そ
」は『
和
漢
朗
詠
集
』の
白
楽
天
の
歌
に
拠
る
。

「
遠
く
か
ら
人
の
家
に
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
ら
、
す
ぐ
に
見
に

行
く
。
そ
の
家
が
金
持
ち
か
貧
乏
か
、
親
し
い
家
か
親
し
く
な
い
家
か
は
関

係
が
な
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
花
を
見
つ
け
た
ら
近
づ
い
て
花
見
を
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
も
が
同
じ
で
、
私
も
花
見
が
し
た
か
っ
た
だ
け
な

の
に
、
な
ぜ
仲
間
外
れ
に
す
る
の
か
と
い
う
不
満
を
つ
ぶ
や
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、遮
那
王
は
、「
げ
に
や
花
の
下
の
半
日
の
客
、月
の
前
の
一
夜
の

友
」と
言
葉
を
か
け
る
。
こ
れ
は『
平
家
物
語
』三「
少
将
帰
洛
」に
見
ら
れ
る
句

で
あ
る
。
た
っ
た
半
日
花
の
下
で
一
緒
に
い
た
客
、
月
の
前
で
た
っ
た
一
夜
だ

一
、義
経
と
天
狗
説
話

　

牛
若
丸
の
ち
の
九
郎
判
官
義
経
の
物
語
は
、文
学
・
芸
能
に「
判
官
物
」「
義
経

物
」と
よ
ば
れ
る
作
品
群
を
産
み
出
し
た
。
し
か
し
、牛
若
丸
が
、鞍
馬
寺
に
て
修

行
を
し
、天
狗
に
兵
法
を
習
っ
た
と
い
う
伝
説
は
、す
で
に
諸
氏
が
指
摘
す
る
通

り
、そ
れ
ほ
ど
多
く
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
平
治
物
語
』（
流
布
本
、巻
三
）で
は
、「
昼
は
終
日
学
文
を
事
と
し
、夜
は
終
夜

武
芸
を
稽
古
せ
ら
れ
た
り
。
僧
正
が
谷
に
て
天
狗
と
夜
な
夜
な
兵
法
を
習
う
と

云
々
」と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』で
、義
経
の
幼
少
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の
は
、巻

十
一「
嗣
信
最
後
」あ
る
。
八
島
に
て
、平
家
方
の
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
が
、船
中

か
ら
身
を
乗
り
出
し
、源
氏
方
に「
今
日
の
源
氏
の
大
将
軍
は
誰
だ
」と
大
音
声
で

問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、伊
勢
三
郎
義
盛
が
、「
九
郎
大
夫
判
官
殿
で
あ
る
」と
答
え

る
。
そ
れ
に
対
し
、盛
次
が
、

　

さ
る
事
あ
り
。
一
と
せ
平
治
の
合
戦
に
父
討
た
れ
て
、み
な
し
ご
に
て
あ
り

し
が
、鞍
馬
の
児ち
ご

し
て
、後
は
こ
が
ね
商あ
き
ん
ど人
の
所
し
ょ
じ
ゅ
う従に
な
り
、粮
料
せ
お
う
て
奥

州
へ
落
ち
ま
ど
ひ
し
小
冠
者
が
事
か
。

と
言
い
放
ち
、言
葉
争
い
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
み
な
し
ご
、鞍
馬
の
稚
児
、商
人

の
所
従
、食
料（
粮
料
）を
背
負
っ
て
落
ち
ま
ど
っ
て
い
た
、小
冠
者
、と
い
う
語
は
、

い
ず
れ
も
愚
弄
の
意
味
を
含
む
。

　

稚
児
が
、男
色
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
例
は
、た
と
え
ば『
宇
治
拾
遺
物
語
』の

比
叡
山
の
稚
児
や
、『
秋
夜
長
物
語
』（
南
北
朝
）の
、比
叡
山
の
僧
桂
海
が
三
井
寺
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ま
た『
能
楽
手
帖
』（
天
野
文
雄 

2
0
1
9
刊
）で
は

　

・
大
勢
の
稚
児
の
登
場
、
ア
イ
の
活
躍
、
山
伏
の
牛
若
へ
の
同
情
を
稚
児

　
　

趣
味
と
重
ね
る
ウ
ィ
ッ
ト
、
卓
抜
な
舞
台
処
理
、
洗
練
さ
れ
た
詞
章
か
ら

　
　

な
る
名
曲
で
あ
る

　

と
解
く
。
新
旧
の
研
究
書
は
み
な
悲
運
の
貴
公
子
へ
の
心
寄
せ
と
、
敗
者

源
氏
の
逆
転
勝
利
の
予
祝
と
い
う
見
ど
こ
ろ
が「
傑
出
」「
名
曲
」と
称
さ
れ
る

理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
主
題
に
つ
い
て
考
え
る
。
作
者
の
作
意
と
い
う
よ
り
、
こ
の
曲
が

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
と
い
う
意
味
で
の
主
題
だ
が
、『
日
本
古
典

文
学
大
系　

謡
曲
集
』（
横
道
萬
里
雄
・
表
章 

1
9
6
3
初
版
）は
次
の
よ
う

に
書
く
。

　

・
前
場
で
は
、花
の
も
と
に
恋
を
語
る
孤
独
な
山
伏
と
美
少
年
を
描
き
、　

　
　

後
場
で
は
、
黒
々
と
し
た
谷
間
で
兵
法
に
は
げ
む
未
来
の
智
将
と
守
護

　
　

者
の
怪
人
を
描
く
。
童
話
風
な
霊
験
能
で
あ
る
。

　
ま
た『
岩
波
講
座
能
狂
言
Ⅳ 

能
鑑
賞
案
内
』（
小
山
弘
志
編 

1
9
8
9
刊
）に
は

　

・
前
場
で
は
花
盛
り
の
桜
の
も
と
で
孤
独
な
二
人
が
心
を
通
わ
せ
、
後
場

　
　

で
は
大
天
狗
の
豪
快
な
動
作
が
演
じ
ら
れ
る
。
山
伏
と
少
年
牛
若
と
の

　
　

恋
は
、稚
児
愛
翫
の
時
代
相
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
両
書
と
も
主
題
を
明
白
に「
恋
」と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

判
官
の
少
年
期
の
悲
劇
的
な
物
語
が
花
と
恋
に
彩
ら
れ
て
展
開
す
る
。
こ
れ

が
能「
鞍
馬
天
狗
」で
あ
っ
た
。
稚
児
趣
味
も
山
伏
と
美
少
年
の
恋
も
、
現
代

　

人
気
曲「
鞍
馬
天
狗
」。
前
半
は
鞍
馬
寺
で
の
花
見
の
場
。
寺
に
寄
宿
し
て

学
ぶ
大
勢
の
稚
児
た
ち
は
平
家
の
名
門
の
少
年
た
ち
だ
が
、
ひ
と
り
源
氏
の

少
年
牛
若
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
父
の
源
義
朝
は
平
治
の
乱
で
平
清
盛
と
戦
っ
て

敗
死
、
牛
若
は
鞍
馬
寺
に
預
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
華
や
か
な
春
の
景
の

な
か
で
不
遇
の
少
年
は
ひ
と
り
残
さ
れ
不
審
な
山
伏
と
出
会
う
。
少
年
に

同
情
し
た
山
伏
は
通
力
を
以
っ
て
幾
内
の
花
の
名
所
を
見
せ
て
回
り
、
や
が

て
自
分
は
こ
の
山
に
住
む
大
天
狗
で
あ
る
と
名
乗
っ
て
消
え
失
せ
る
。

　

後
半
、
大
天
狗
は
牛
若
に
兵
法
を
伝
授
す
る
。
牛
若
が
や
が
て
平
家
を

討
ち
滅
ぼ
す
こ
と
を
予
言
し
、
合
戦
の
守
り
と
な
る
と
約
束
し
て
再
び
飛
行

し
て
消
え
る
。

　

音
阿
弥（
世
阿
弥
の
甥
で
当
代
の
名
優
。
1
3
9
8
～
1
4
6
7
）の
上
演
も

知
ら
れ
る
古
い
作
品
で
あ
る「
鞍
馬
天
狗
」は
今
日
ま
で
長
く
人
気
曲
で
あ
る
。

あ
ら
す
じ
を
た
ど
る
だ
け
で
も
人
気
の
由
縁
は
理
解
さ
れ
る
が
、
さ
て
そ
の

主
題
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

人
気
の
由
縁
を『
謡
曲
大
観
』（
佐
成
謙
太
郎 

1
9
3
0
初
版
）の
解
説
か

ら
考
え
て
み
る
。

　

・
先
づ
最
初
の
花
見
の
宴
は
世
に
思
ふ
事
の
な
い
華
麗
な
情
景

　

・
第
二
段
は
大
天
狗
が
真
の
姿
を
現
し
て
、
一
代
の
麒
麟
児
牛
若
丸
に

　
　

兵
法
を
授
け
る
と
い
ふ
豪
壮
な
場
面

　

・
題
材
の
興
味
、舞
台
面
の
變
化
、情
理
の
周
到
、世
阿
弥
以
後
の
作
と
し
て

　
　

は
傑
出
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き

け
一
緒
に
過
ご
し
た
友
で
さ
え
親
し
み
を
感
じ
る
も
の
で
す
。
お
気
の
毒
に
、

こ
ち
ら
に
来
て
花
を
御
覧
な
さ
い
と
、
思
い
が
け
な
く
も
優
し
い
少
年
の
言
葉

に
、
山
伏
は
自
ら
の
こ
と
を「
松
虫
の
音
だ
に
立
て
ぬ
深み

や
ま
ざ
く
ら

山
桜
」と
表
現
す
る
。

松
虫
の
音
は『
古
今
集
』な
ど
か
ら
友
を
連
想
さ
せ
る
語
と
い
え
る
。
松
虫
の

音
さ
へ
し
な
い
深
い
山
奥
に
咲
く
桜
の
よ
う
な
私
、
訪
ね
て
く
れ
る
友
も
い
な

い
山
奥
に
住
ん
で
い
る
独
り
ぼ
っ
ち
の
私
に
声
を
か
け
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
と
、山
伏
は
感
謝
の
意
を
伝
え
る
。

　

さ
て
、続
く「
こ
の
山
に
」以
下
の
、山
伏
と
遮
那
王
の
謡
の
掛
け
合
い
は
、以

下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。「
私
は
こ
の
山
に
住
む
」と
自
己
紹
介
す
る
つ
も
り

だ
っ
た
山
伏
の
言
葉
を
、遮
那
王
は
ひ
き
と
っ
て「
あ
り
と
も
誰
か
白
雲
の
、立

ち
交
は
ら
ね
ば
知
る
人
も
な
し
」と
続
け
る
。「
あ
な
た
が
こ
の
山
に
住
ん
で
い

る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
人
と
交
際
し
な
い
の
で
知
っ
て
い
る
人
も

い
な
い
も
の
で
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、遮
那
王
も
、

山
伏
と
同
様
に
友
も
い
な
い
孤
独
の
身
で
あ
る
こ
と
告
白
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
山
伏
は「
誰
も
か
も
知
る
人
に
せ
ん
高
砂
の
…
」と
い
う

『
古
今
集
』の
藤
原
興
風
の
歌
を
引
用
す
る
。
年
を
と
っ
て
旧
知
の
友
が
み
な
亡

く
な
っ
て
し
ま
い
、
長
寿
の
象
徴
と
さ
れ
る
高
砂
の
松
す
ら
昔
の
友
と
は
思
え

な
い
と
い
う
孤
独
感
を
う
た
っ
た
歌
で
あ
る
。

　

山
伏
の
謡
う
和
歌
の
句「
高
砂
の
松
」に
続
け
て
、「
遮
那
王
〽
松
も
昔
の
。
山

伏
〽
友
が
ら
す
の
。
地
〽
御
物
笑
ひ
の
種
蒔
く
や
」と
互
い
に
言
葉
を
交
わ
す
。

「
松
」「
烏
か
ら
す」「
笑
う
」と
連
歌
の
寄
合
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
二
人
の
心
の

通
わ
せ
合
い
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

続
く
謡
は
、山
伏
の
遮
那
王
に
対
す
る
淡
い
恋
の
気
持
ち
と
も
受
け
止
め
ら
れ

こ
と
も
あ
る
が
、こ
れ
は
稚
児
愛
妾
の
例
を
踏
ま
え
た
文
芸
的
な
遊
び
と
も
い
う

べ
き
と
こ
ろ
で
、真
に
恋
心
を
抱
い
た
と
ま
で
深
読
み
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

続
く
問
答
に
、遮
那
王
が「
月
に
も
花
に
も
見
捨
て
ら
れ
て
候
」と
吐
露
す
る
言
葉

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、時
代
に
見
放
さ
れ
た
孤
独
な
少
年
に
、山
伏
は
自
ら
の

身
を
重
ね
合
わ
せ
、深
く
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。

　
四
、兵
法
伝
授
の
き
っ
か
け

　

そ
の
孤
独
な
少
年
が
、源
氏
の
忘
れ
形
見
だ
と
知
り
、山
伏
は「
よ
そ
の
散
り

な
ん
後
に
こ
そ
、咲
か
ば
咲
く
べ
き
に
」と
言
っ
て
、奥
山
に
見
に
来
る
人
も
な

く
さ
び
し
く
咲
く
桜
の
名
所
、京
都
の
愛
宕
・
高
尾
、滋
賀
の
比
良
・
横
川
、奈

良
の
吉
野
・
初
瀬
を
見
せ
て
ま
わ
る
。
ま
る
で
、
今
咲
き
誇
っ
て
い
る
平
家
と

い
う
花
が
散
っ
た
あ
と
は
、
こ
の
奥
山
の
桜
の
よ
う
に
今
は
顧
み
ら
れ
な
い
あ

な
た
の
花
が
咲
く
と
、
勇
気
づ
け
る
よ
う
で
あ
る
。
山
伏
は
つ
い
に
大
天
狗
で

あ
る
と
い
う
正
体
を
明
か
し
、兵
法
の
大
事
を
教
え
る
の
で
、平
家
を
ほ
ろ
ぼ
し

な
さ
い
と
力
づ
け
る
。

　

こ
の
点
は
、能《
鞍
馬
天
狗
》と
同
じ
く
義
経
と
天
狗
の
交
渉
を
詳
し
く
描
い
て

い
る
幸
若
舞
曲『
未
来
記
』と
の
違
い
と
し
て
留
意
さ
れ
る
。『
未
来
記
』で
は
、

牛
若
丸
が
鞍
馬
の
奥
僧
正
が
谷
の
山
岳
を
走
り
回
り
、
古
木
の
枝
々
を
伝
ひ
な

が
ら
兵
法
稽
古
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
天
狗
た
ち
が「
我
ら
が
す
み
か
を
嘲
る
」

の
で
、罰
を
与
え
よ
う
と
相
談
を
始
め
る
。
し
か
し
、実
は
父
母
の
孝
養
の
た
め

の
兵
法
稽
古
ら
し
い
か
ら
、
む
し
ろ
情
け
を
か
け
る
べ
き
だ
と
議
論
が
転
じ
、

天
狗
の
法
を
教
え
る
。
つ
ま
り
、
天
狗
に
会
う
前
か
ら
、
父
の
た
め
に
平
家
を

討
と
う
と
自
主
的
に
山
で
修
業
を
し
て
い
た
の
が
、幸
若
舞『
未
来
記
』で
あ
り
、

そ
の
孝
行
心
が
天
狗
の
心
を
開
き
、兵
法
の
伝
授
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　

し
か
し
、
能『
鞍
馬
天
狗
』で
は
、
そ
も
そ
も
父
の
仇
討
と
い
う
点
は
あ
ま
り

意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
平
家
を
滅
ぼ
す
と
い
う
人
生
の
目
標
を
与
え
た

の
が
天
狗
で
、
平
家
を
滅
ぼ
そ
う
と
決
意
す
る
な
ら
ば
、
兵
法
を
伝
授
し
よ
う

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
志
を
抱
か
せ
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、

孤
独
を
共
有
し
、心
を
通
わ
せ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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