
世
阿
弥
と
梵
灯
庵
試
論

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
を
中
心
に

小

川

佳

世

子

世阿弥と梵灯庵試論

は
じ
め
に

世
阿
弥

(
一
三
六
一二
P
～

一
四
四
三
2
)
と
同
世
代

の
連
歌
師
梵
灯
庵

(
一
三

四
九
～

一
四
二
七
P
)
が
、
応
永
二
十
四
年

(
一
四

一
七
)
に
書

い
た

『梵
灯
庵

主
返
答
書
』
を
読
む
と
、
そ
の
全
体
か
ら
、
何

か
に
似

て
い
る
と
い
う
印
象
を

持

つ
。
そ
れ
は
、
《井
筒
》

に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
、
世
阿
弥

の
晩
年

の
自
信

作
と
さ
れ
る
能
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ

の
二

つ
を
結
び
つ
け
る
も

の
と
し
て
、

西
行

(
=

一
八
～
九
〇
)
の
存
在
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

世
阿
弥

の
作
能

の
特
色

の

一
つ
と
し
て
、

そ
れ
が
連
歌

の
影
響
を
受
け
て
い

　
ユ

　

る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
ま
で
多

く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
そ
れ
は
、
『不
知
記
』
な
ど

に
よ

っ
て
、
世
阿
弥
と
直
接
交
渉

の
あ

っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
二
条
良
基

(
=
三

一〇
～
八
八
)
と
の
関
係

に
つ
い
て
、

語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
後

に
心
敬

(
一
四
〇
六
～
七
五
)
が

そ
の

　
　

　

連
歌
論

『
ひ
と
り
ご
と
』
の
中

で
、
世
阿
弥

に
つ
い
て
、
「猿
楽

に
も
、
世
阿

弥
と

い
へ
る
者
、
世

に
無
双
不
思
議

の
事
に
て
、
色
々
妻

ぐ

の
能
共
、
作

り
を
き
侍
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
良
基

の
没
後
長

い
時
を
経
た
、
世
阿

弥
晩
年

の
作
と
さ
れ
る
作
品
に
も
連
歌
と
の
関
係

は
見
ら
れ
る
。
世
阿
弥
と
連

歌
の
影
響
関
係

に
つ
い
て
は
良
基
と
の
関
係
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
と
は
考
え

に
く
い
の
で
あ

る
。
世
阿
弥
が
多
く

の
能
を
作
り
、
能
楽
論
を
著
し
た
応
永
年

間

(
=
二
九
四
～

一
四
二
八
)
に
連
歌
壇

の
中
心

に
い
た
梵
灯
庵

と
世
阿
弥

の

関
係

に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
察
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
両
者
が
直
接

会

っ
た
と
い
う
資
料
が
な

い
た
め
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
応
永
期
に
お
い
て
、

そ
の
享
受
層
が
共
通
し
て
い
た
能
と
連
歌
に
お
け
る
第

一
人
者
同
士
と
し
て
、

両
者

の
問

に
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
、
右
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
に
、
梵
灯
庵

　
ヨ

　

の
連
歌
論

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

の
記
述
を
中
心
と
し
て
、
世
阿
弥

の
能
と
梵
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灯
庵

の
関
係

の

一
端
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一
、
応
永
期

の
能

と
連
歌

こ
こ
で
は
、
応
永
年
間

に
お
け
る
世
阿
弥
と
梵
灯
庵

の
関
係
を
検
討
し
て
み

た
い
と
思

っ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
、
な
ぜ
応
永
年
間
に
注
目
す
る
の
か
、
そ

の
理
由
を
述

べ
て
お
き
た
い
。
応
永
と
い
う
時
期

は
、
世
阿
弥

に
と

っ
て
は
、

　
　

　

多
く
の
能
楽
論
を
著
す
と
と
も
に
、
『世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
に

「応
永

年
中

の
所
作
、
末
代

に
も
さ
の
み
甲
乙
あ
ら

じ
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
多

く

の
新
作
か

つ
自
信
作

の
能
を
作

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は

足
利
義
満
を
継

い
だ
室
町
幕
府
四
代
将
軍

の
足
利
義
持
が
、
猿
楽

の
能

で
は
な

く
、
増
阿
弥
に
代
表
さ
れ
る
田
楽

の
能
を
ひ

い
き
に
し
て
い
た
。
猿
楽

に
お

い

て
も
近
江
猿
楽

の
犬
王
な
ど
世
阿
弥
以
外

の
能
役
者
が
活
躍
し
て
い
た
が
、
将

軍
周
辺
で
の
世
阿
弥

の
演
能
記
録
も
わ
ず
か
だ
が
残

っ
て
お
り
、
世
阿
弥
も
そ

れ
な
り
に
将
軍

の
後
援
を
受
け
て
い
た
時
代

で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
時
代
は
、

連
歌

に
お
い
て
は
二
条
良
基

の
時
代
と
、

心
敬
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る

「竹
林

の
七
賢
」
時
代

の
間
に
あ

っ
て
、
「周
阿
と
救
済
が
相
次

い
で
世
を
去

っ

て
ほ
ど
な
く
、
二
条
良
基
も
他
界
し
、
連
歌

は
強
力
な
指
導
者
を
失
う
。
こ
れ

　
う

　

に
続
く
応
永
年
間
は
梵
灯
の
時
代

で
あ
る
が
、
見
る
べ
き
作
品
は
少
な

い
」
と

い
う
時
代

で
、
能
と
は
対
照
的
な
時
期
で
あ

る
。
果
た
し
て
、
応
永
年
間

に
お

け
る
連
歌
壇
の
第

一
人
者
梵
灯
庵

は
、
世
阿
弥

の
能
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
条
良
基
時
代
と

「竹
林

の
七
賢
」
と
称
さ
れ
る

『竹
林
抄
』

の
作
者
達

の

時
代
と
の
問

に
あ

っ
て
、
連
歌
界
を
支
え
た
人
物
と
し
て
、
今
川
了
俊

(
=
二

二
五
P
～

一
四
二
〇
P
)
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
梵
灯
庵
で
あ
る
。
「竹
林

の
七
賢
」

の

一
人
心
敬
も

『
ひ
と
り
ご
と
』

の
中

で
応
永
期

の
連
歌
作
者
を
列

挙

し
た
後
、
「此
内

に
も
、
末

の
世
迄
残
り
て
、
世

一
の
先
達
の
名
を
得
し
は
、

梵
灯
庵
主
な
り
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
梵
灯
庵

に
つ
い
て
の
評
価
は
分

か
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
梵
灯
庵
自
身

の
連
歌
が
あ
ま
り
残

っ
て
い
な
い
せ

い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
梵
灯
庵

の
句
自
体

へ
の
評
価
と
い
う
よ
り
も
、
連
歌
界

へ
の
影
響
力
に
つ
い
て
の
評
価
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
世
阿
弥
と
梵
灯
庵
と
の
関
係
が
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
実
際
に
二

人
が
会

っ
た
記
録
が
な
い
こ
と
に
加
え

て
、
梵
灯
庵
自
身

の
履
歴
も
あ
ま
り
は

っ
き
り
せ
ず
、
動
静
も
不
確

か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
だ
ろ

う
。梵

灯
庵
は
、
も
と
は
朝
山
小
次
郎
師
綱
と
い
う
武
士
で
あ

っ
た
。
足
利
義
満

の
側
近
で
文
筆
を
も

っ
て
仕
え
て
い
た
ら
し
い
。
四
、
五
十
歳

で
放
浪

の
身
と

な
り
、
二
十
年
余

の
の
ち
、
応
永
十
五
年

(
一
四
〇
八
)
頃
帰
洛
し
た
と
推
定

　
　

　

さ
れ
て
い
る
。
足
利
義
満
の
逆
鱗

に
ふ
れ
て
、
京
都
に
い
ら
れ
な
く
な

っ
た
、

と
い
う

の
が
大
方

の
見
方
で
あ
り
、
出
家
し
た
こ
と
も
、
そ
れ
に
関
係
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間

の
事
情
も
は

っ
き
り
し
な
い
。

一
方
、
応
永

十
五
年
以
前
に
、
義
満
の
命
令

で
活
動
を
開
始
し
て
お
り
、
そ
の
頃

に
は
許
さ

　
ア

　

れ

て

い

た
、

と

み

る
説

も

あ

る
。
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世阿弥 と梵灯庵試論

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
阿
弥
と
梵
灯
庵
は
当
時
享
受
層
を
同
じ
く
し

て
い
た
能
と
連
歌

の
第

一
人
者
同
士
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
と
も
に
、
足
利
義
満

と
近
し
い
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ

り
、
二
人

の
間

に
何
ら
か
の
接
点

が
あ

っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
応
永
十
五
年

(
一
四
〇
八
)
頃

に
帰
洛
し
た
梵
灯
庵

の
そ
の
後

の
記
録

は
、
応
永
二
十

一
年

の

『頓
証
寺
法
楽

一
日
千
首
』
か
ら
、
同
二
十
四
年

の
奥
書
を
持

つ

『梵
灯
庵
主
返
答
書
」

の
執

筆
ま
で
、

い
く

つ
か
残

っ
て
い
る
。
世
阿
弥
と
同
時
期
に
様
々
な
活
動
を
京
都

で
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ

る
。

応
永
期

の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
将
軍
と
な

っ
た
足
利
義
持
は
、
猿
楽
の
能
よ

り
田
楽
の
能
を
好
み
、
ま
た
当
時
は
義
満
も
世
阿
弥
以
外
の
犬
王
な
ど
の
役
者

を
ひ
い
き
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
も
世
阿
弥
は
多
く
の
能
の
新
作
を
作
り
、

様
々
な
能
楽
論
を
執
筆
し
、
自
ら
能
を
演
じ

て
も
い
た
。
し
か
し
、
良
基
に
賞

賛
さ
れ
、
義
満

の
側
近
く
に
居
て
寵
愛
さ
れ

て
い
た
少
年
時
代
と
は
事
情
が
違

っ
て
い
た
。
『申
楽
談
儀
』

の
記
述
に
み
え

る
よ
う

に
、
田
楽
役
者
や
、
猿
楽

に
お
い
て
も
近
江
猿
楽
の
犬
王
の
人
気
な
ど

も
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の

役
者

の
中

の

一
人
と
し
て
、
能
を
演
じ
て

い
る
と
い
う
状
態
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ

の
よ
う
な
中
、
世
阿
弥
は
、
応
永
七
年

(
一
四
〇
〇
)
に
は
、
『風
姿
花
伝
』

の
第
三
ま
で
を
書
き
上
げ
、
そ
の
後
応
永
十
年
、

二
十
年
代
は
、
『風
姿
花
伝
』

の
第
五
、
第
六
、
第
七
を
は
じ
め
、
『花
修
』
『音
曲

口
伝
』
『至
花
道
』
な
ど

を
書
き
、
同
時

に
応
永
三
十

一
年

(
一
四
二
四
)
の
奥
書
を
持

つ

『花
鏡
』
を

書
き
進

め
て
い

っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
応

永
三
十
年

(
一
四
二
三
)
奥
書

の

　
　

　

『三
道
』
に
、
「大
よ
そ
、
三
体

の
能
懸
、
近
来
押
し
出
だ
し
て
見
え

つ
る
世
上

の
風
体

の
数
々
」
と
し
て
二
十
九
作

の
名
を
あ
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
「此
能

共
を
以
て
、
新
作
の
本
体
と
す
べ
し
」
と
続
け

て
い
る
。
『三
道
』
は
、
能
作

の

手
引
き
と

い
え
る
書

で
あ
る
か
ら
、
自
信
作
を
あ
げ

て
い
る
わ
け
で
、
「応
永

年
内
の
作
能

の
数
々
、
末
代
に
も
、
さ
の
み
甲
乙
あ
ら
じ
と
覚
え
た
り
」
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
後

の
永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
の
奥
書
を
持

つ

『申
楽
談

儀
』
の

「
「応
永
年
中

の
所
作
、
末
代
に
も
さ
の
み
甲
乙
あ
ら
じ
」
と

『三
道
』

に
も
い

へ
り
」
と
い
う
記
述

に
続
く

の
で
あ
る
。
私
は

『三
道
』

に
あ
る
応
永

年
中

の
自
信
作
、
お
よ
び
そ
の
後
の
、
世
阿
弥
の
晩
年

の
傑
作
に
、
何

か
し
ら
、

梵
灯
庵

の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
、
世
阿
弥
と

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

梵
灯
庵

の
著
書

に
は
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
『袖
下
集
』
等
が
あ
り
、
現
存

す
る
連
歌
作
品
と
し
て
は
、
応
永
十
九
年

(
一
四

一
二
)
九
月
二
十
五
日
と
い

う
年
記

の
あ
る
、

一
日

一
句

の
発
句
を

一
年
間
分
集
め
た

『梵
灯
日
発
句
』
、

応
永

二
十

二
年

(
一
四

一
五
)
二
月

に
後
小
松
上
皇

の
批
点
と
判
詞
を
得

た

『梵
灯
庵
十
五
番
連
歌
合
』
『応
永
二
十
四
年
三
月
十
六
日
梵
灯
等
山
何
懐
紙
』

な
ど
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
こ
こ
で
特
に

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
を
取
り

上
げ
る
の
は
、
そ
の
奥
書
が
応
永
二
十
四
年

(
一
四

一
七
)
で
、
ち
ょ
う
ど
世

阿
弥
が
様
々
な
能
楽
論
を
著
し
て
い
た
時
期
と
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
執
筆
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
連
歌
論
と
い
う
よ
り
も
、
長

い
東
北
漂
流
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の
時
期
の
こ
と
な
ど
も
思
い
起
こ
し
て
書
か
れ
た
日
記
、
あ
る
い
は
随
筆
の
よ

う
な
面
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
か
え

っ
て
、
梵
灯
庵

の
連
歌
お
よ
び
芸
術
に
対

す
る
、
真
情
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
は
、
浜
名
兵
庫
助
持

政
に
与
え
る
と
い
う
形

で
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
連
歌

の
作
り
方
や
、
ど
の
よ
う
な
連
歌
が
よ
い
か
を
述
べ
た

部
分
、
「
し
お
れ
」
や

「長
た
か
い
」
「幽
玄
」
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
た
芸
術
論

の
ご
と
き
部
分

の
ほ
か
、
過
去
の
で
き
ご
と
を
思

い
出
し
て
い
る
部
分
な
ど
が

あ
る
。
そ
の
中

に
、
「攝
政
家
よ
り
鹿
苑
院
殿

へ
御
點
を
申
さ
る
〉
事
あ
り
」
と

い
う
記
事
が
あ
り
、
二
条
良
基
が
、
義
満
の
連
歌

に
点
を
す
る
に
当
た
っ
て
、

梵
灯
庵

の
意
向
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

鹿
苑
院
殿
い
ま
た
い
と
け
な
く
渡
せ
給

し
時
よ
り
祗
候
し
侍
し
人

の
、
數

に
も
あ
ら
さ
り
し
を
御
覽
せ
ら
れ
し
よ
り
、
直
垂
の
衣
文
な
と
引
な
を
さ

せ
、
出
仕
の
た
ン
す
ま
ひ
を
も
御
指
南
あ
り
し
也
。
後

に
は
布
衣

に
召
加

ら
れ
て
、
常

に
金
吾
相
共
に
全
懃
せ
し
な
り
。
よ
う
つ
水
と
う
を
と
の
思

ひ
を
な
し
て
こ
そ
罷
過
し
か
。

な
ど
の
記
述
か
ら
、
梵
灯
庵
が
足
利
義
満
を
慕
い
、
ま
た
自
身
も
寵
愛
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
『鹿
苑
院
西
国
下

　
　

　

向
記
』
に
よ
る
と
、
康
応
元
年

(
一
三
八
九
)
に
は
、
義
満

の
西
国
行
き

に
も

同
行

し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時

に
同
行
し
た
能
役
者
は
世
阿
弥
で
は
な

く
、
犬
王
で
あ

っ
た
。
梵
灯
庵
は
、
義
満
よ
り
も
十
歳
ほ
ど
年
上
で
あ
る
と
こ

ろ
が
、
義
満
よ
り
年
下
で
あ

っ
た
世
阿
弥
と
違
う
が
、
二
条
良
基
と
足
利
義
満

の
両
方
に
か
な
り
近
し
い
関
係

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
世
阿
弥
と
梵
灯
庵

に
共
通

す
る
大
き
な
重
要
な
点
で
あ
る
。
ま
た
、
梵
灯
庵

の
教
え
を
書
き
残
し
た
も

の

　り
　

と
さ
れ
る

『初
心
求
詠
集
』

に
、
二
条
良
基

の
梵
灯
庵
評
と
し
て
、
「清
涼
殿

の
有
明
の
月

に
梅
香
り
み
ち
け
る
に
、
若
殿
上
人

の
立
出
た
る
は
、

い
つ
れ

の

中
将
ぞ
、

い
つ
れ
の
少
将
ぞ
と
あ
や
ま
た
る
る
面
影
は
、
師
綱
が
風
体
な
り
」

と
あ
る
。

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
に
も

コ

、
連
歌
は
い
か
ほ
と
も
餘
情
あ
り

て
幽
玄
な
る
か
、
堂
上

の
翫
と
み

へ
て
よ
き
也
と
仰
あ
り
し
也
。
清
涼
殿

の
有

明
の
月
に
、
梅

の
か
ほ
り
満
ら
ん
様

に
案
す

へ
し
と
こ
そ
仰
あ
り
し
か
」
と
同

様

の
記
述
が
み
え
る
。
世
阿
弥

は

『花
鏡
』
で
、
「公
家

の
御

た
た
ず
ま
ひ
の

位
高
く
、
人
ば
う
余
に
変

は
れ
る
御
有
様
、
こ
れ
、
幽
玄
な
る
位
と
申
す
べ
き

や
ら
ん
。
し
か
ら
ば
、
た
だ
美
し
く
柔
和
な
る
体
、
幽
玄

の
本
体
な
り
」
と
述

べ
て
い
る
。
「幽
玄
」
を
最
上
の
も

の
と
し
て
目
指
し
た
世
阿
弥
と
梵
灯
庵

の

風
体

に
共
通
の
も

の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

世
阿
弥
と
梵
灯
庵

に
つ
い
て
は
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
と
世
阿
弥

の
能
楽

論
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
、
西

一
祥
氏
が

「世
阿
弥
芸
術
論
に
及
ぼ
し
た
梵

　
　
　

灯
庵

の
影
響
」
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ま
で
世
阿
弥
と

梵
灯
庵

の
関
係

に
つ
い
て
は
、
小
西
甚

一
氏
が

『風
姿
花
伝
』
と

『長
短
抄
』

の
記
述

の
比
較
か
ら
、
能
と
連
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
本
意
を
契
…機
と
す
る
表
現
が
生

ま
れ
、
完
成

し
て
い
っ
た
こ
と
、
『花
鏡
』
と

『初
心
求
詠
集
』

の

「劫
之
入
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用
心
之
事
」

の
記
述
に
共
通
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た

「
し
ほ
れ
た
る
」
に
つ
い

て

『風
姿
花
伝
』
と

『梵
灯
庵
主
返
答
書

』
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
西
氏
は
そ
れ
に
加
え
て

「幽
玄
」

と
い
う
こ
と
に
関
し
、
世
阿
弥
、
梵
灯
庵

と
も
に
そ
の
出
発
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ

が
教
え
を
受
け
た
二
条
良
基

の
説
く
、
先

述
の

「清
涼
殿
の
有
明
の
月
に
梅

の

か
ほ
り
満
ら
ん
様
」
と
い
う
よ
う
な

「
や
さ
し
く
幽
玄
」
な
る
姿

で
あ
る
と
し
、

到
達
点
を
足
利
義
持
が
好
ん
だ
増
阿
弥

の
芸

の
よ
う
な
、
ま
た

『梵
灯
庵
主
返

答
書
』

に
あ
る

「枯
野
の
尾
花
、
有
明

の
月
」
の
よ
う
な

「冷
え
」

で
あ
る
と

さ
れ
る
。
「冷
え
」
は
後
代

の
心
敬
に
と

っ
て
重
要
な
要
素
と
な
る
美
意
識

で

あ
る
。
西
氏
は
梵
灯
庵

か
ら

の
影
響
が
世
阿
弥

に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
さ
れ
、

「
「冷
え
」
と
い
う
美

の
極
地
を
心
敬
よ
り
も
先

に
記
述
し
た
人
は
世
阿
弥
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
梵
灯
庵
、
世
阿
弥
、
心
敬
と

い
う
系
列
と
、
序
列
と

　　
　

が
明
確

に
定
ま
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

西
氏

の
御
論
考
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
以
下
、
私

の
考
え
を
こ
れ
に

付
け
加
え
た
い
。
ま
ず
、
世
阿
弥

の
能
楽
論

と

『梵
灯
庵
主
返
答
書
」
に
つ
い

て
そ
の
記
述

の
用
語

の
共
通
性

に
つ
い
て
述
べ
る
。
応
永
三
十

一
年

(
一
四
二

四
)
の
奥
書

を
持

つ
が
、
そ
れ
以
前

か
ら
世

阿
弥
が
執
筆

を
進

め
て

い
た

　お
　

『花
鏡
』

に
、
「幽
玄
之
入
レ
堺
事
」
と
い
う

境
地
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
世
阿

弥

は
幽
玄
を

「た
だ
美
し
く
柔
和
な
る
体
」
と
し
て
、
最
高

の
も

の
と
し
て
い

る
が
、
「幽
玄
之
入
レ堺
事
」
と
い
う
言
葉

は
、
広
く
歌
論
や
連
歌
論

で
理
想

の

境
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
『
梵
灯
庵
主
返
答
書
』
に
お
い
て
も
、

「幽
玄

の
堺

に
入
と
い
ふ
事

は
我
と
あ
き
ら
む
る
事
な
か
ら
ん
ほ
と
は
い
か
〉

あ
る
へ
き
。
た

〉
能
く

心
を
し
つ
め
て
修
行
あ
ら
は
、
な
と
か
自
得
發
明

の

位

に
も

い
た
ら
さ
ら
む
。
獪
々
殊
勝
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
梵
灯
庵
も
特

に
重
要
な
境
地
を
捉
え
る
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
世
阿

弥
は

『花
鏡
』

で

「冷
え
」

に
つ
い
て
、

心
よ
り
出

で
来

る
能
と
は
、
無
上

の
上
手
の
申
楽

に
、
物
数

の
後
、
二
曲

も
物
ま
ね
も
義
理
も
、
さ
し
て
な
き
能

の
、
さ
び
さ
び
と
し
た
る
う
ち
に
、

何
と
や
ら
ん
感
心
の
あ
る
と
こ
ろ
あ
り
。
こ
れ
を
冷
え
た
る
曲
と
も
申
す

な
り
。

と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
中

の

「
心
よ
り
出
で
来
」
と

い
う
こ
と
に
関
し
て
、

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
に
も
、
「此
道

に
醉
す
し
て
は
我
心
よ
り
出
來
連
歌
あ
る

へ
か
ら
す
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

「
か
か
り
」
と
い
う
こ
と
ぽ
に
つ
い
て

は
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
」

に
、
「常

に
連
歌
は
か
》
り
第

一
な
り
。
か
》
り
は

吟
也
。
吟
は
か

〉
り
な
り
と
こ
そ
仰
あ
り
し
か
」
と
あ
る
。
世
阿
弥
も
ま
た
、

『申
楽
談
儀
』

に
お
い
て
、
「万
事
か
か
り
な
り
」
「
た
だ
、
か
か
り
な
り
」
と

繰
り
返
し
て
お
り
、
二
条
良
基
が
、
「
か
か
り
」
を
大
事
に
し
た
こ
と
を
、
両

者
が
受
け
継

い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
世
阿
弥
は

「
か
か
り
」
を
、
連
歌

の

用
語

か
ら
学
び
、

ほ
と
ん
ど
を
音
曲
に

つ
い
て
用

い
て
い
る
が
、
「姿
」
を
含

め
た
美
し
さ
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
。
世
阿
弥
、
梵
灯
庵
と
も
に
、
そ
の
場
に
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い
る
人
々
に
と

っ
て
の
面
白
さ
と
い
う
感
じ
を
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
は
同
じ

で
あ

る
。

ま
た
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

の

「詞

の
よ
し
あ
し

の
事
、
上
手
は
い
か
に

事

か
け
侍
と
も
、
聞
に
く
き
詞
を
口
よ
り
出

す

へ
か
ら
す
」
「
い
か
に
お
も
し

ろ
き
事
を
取
合

て
も
、
聞

に
く
か
る

へ
き
事
な
り
」
は
、
世
阿
弥
が

『申
楽
談

儀
』
で
、
「規
模
」
、
す
な
わ
ち
眼
目
と
な
る
こ
と
ば

の
大
切
さ
を
述

べ
た
後
に
、

「
た
だ
能
に
は
、
耳
近
な
る
古
文

・
古
歌
、
和
歌
言
葉
も
よ
き
な
り
。
あ
ま
り

に
深
き
は
、
当
座
に
は
聞
え
ず
。
草
子
に
て
は
面
白
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
と

共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
、
当
座

に
お
い
て
聞

い
た
感
じ

が
重
要
で
、
聞
い
た
だ
け
で
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
よ
う
な
難
し
い
言
葉
を
使
わ

な
い
方
が
よ
い
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

西
氏

の
御
指
摘
に
も
あ

っ
た

「冷
え
」
に
関
し
て
、
世
阿
弥
は

『花
鏡
』

の

ほ
か

『申
楽
談
儀
』

で
も
、
同
時
代

の
田
楽

の
名
手
増
阿
弥

の
芸
を
誉
め
る
こ

と
ぽ
と
し
て
、
「冷
え
に
冷
え
た
り
」
と
用

い
て
い
る
が
、
『梵
灯
庵
主
返
答

書
』
自
体

の
中

に
は

「冷
え
」
と
い
う
言
葉

は
な

い
。
=

、
或
歌
讀

の
基
俊

に
歌
を
は
い
か
や
う
に
よ
み
侍

へ
き
と
尋
申

さ
れ
け
れ
は
、
枯
野
の
尾
花
有
明

の
月
と
答
ら
れ
侍
き
。
是
は
い
か
》
こ
〉
う
え
侍

へ
き
こ
と
そ
」
と
あ
り
、
こ

　む
　

れ
は
後

の
心
敬

の

『さ

〉
め
ご
と
』
の
中

の

「昔
の
歌
仙

に
あ
る
人

の
歌
を
ぽ

い
か
や
う
に
詠
む
べ
き
物
ぞ
と
尋
ね
侍
れ
ば

、
「枯
野
の
す

〉
き
、
有
明

の
月
」

と
答

へ
侍
り
。

こ
れ
は
言
は
ぬ
所
に
心
を
か
け
、
冷
え
寂
び
た
る
か
た
を
悟
り

知
れ
と
な
り
」

に
続
く
。
梵
灯
庵
も
す
で
に

「冷
え
」

の
境
地
を
発
見
し
て
い

た
こ
と
は

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
全
体
を
読
む
と
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
西
氏
が

「
心
敬
が

「冷
え
」

の
美
を
説
け
た
こ
と
は
、
「先
達
」
梵

灯
庵

の
存
在
が
大
き
く
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
世
阿
弥
も
ま
た
先
行
す
る
梵

灯
庵

の

「枯
野
の
尾
花
有
明

の
月
」
に
よ
る

「
ひ
え
、
さ
び
た
る
美

に
対
す
る

　
お
　

開
眼
」
に
よ

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
は
た

し
て
世
阿
弥

の

「冷
え
」

に
対
す
る
開
眼
に
つ
い
て
は
梵
灯
庵
が
先
行
す
る
と

必
ず
い
え
る
の
だ
ろ
5
か
。
世
阿
弥
も
、
「冷
え
」
た
芸
を
好
む
将
軍
義
持

の

側

に
あ

っ
て
、
『花
鏡
』
を
は
じ
め
と
す
る
能
楽
論
を
書
き
進
め
る
う
ち
に
、

ま
た
、
様
々
な
能
を
作
る
う
ち
に
、
独
自

に

「冷
え
」
に
つ
い
て
考
、兄
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上

の
よ
う
な
用
語

の
共
通
性

の
ほ
か
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
と

『申
楽

談
儀
』
か
ら
、
世
阿
弥
も
梵
灯
庵
も
と
も
に
二
条
良
基
や
足
利
義
満
や
佐
々
木

道
誉
と
も
交
流
の
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
付
け
加
え
た
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
両
者
が

い
か
に
近

い
場
所
に
い
た
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
応
永
期

の
連
歌
と
梵
灯
庵

の
連
歌

西
氏
は

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
と
主
に
世
阿
弥
の
芸
術
論

の
比
較
を
し
て
お

ら
れ
る
の
だ
が
、
私

の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
梵
灯
庵

の
、
世
阿
弥

の
能
作

へ
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
梵
灯
庵
の
連
歌
作
品
に

関
す
る
検
討
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
梵
灯
庵

の
連
歌
作
品
と
し
て
現
存

　め
　

す
る
も
の
に
は

『梵
灯
庵
十
五
番
連
歌
合
』

『梵
灯
日
発
句
』
『応
永
二
十
四
年
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　ガ
　

三
月
十
六
日
梵
灯
等
山
何
懐
紙
』

の
ほ
か
、
『初
心
求
詠
集
』
な
ど

の
連
歌
論

の
中

に
引
用
さ
れ
て
い
る
作
品
が
あ
る
。

ま
た
梵
灯
庵

の
句
と
比
較
す
る
同
時

代
、
応
永
年
間

の
連
歌
と
し
て
ま
と
ま

っ
た
も
の
と
し
て
は

『看
聞
日
記
』

の

　
あ
　

　む
　

紙
背
連
歌
や

『応
永
三
十
年
熱
田
法
楽
百
韻
』
な
ど
が
あ
る
。

応
永
年
間
の
連
歌
作
品
全
体

の
特
色
に

つ
い
て
は
、
先

に
述

べ
た

「
見
る
ベ

ハの
　

き
作
品
が
少
な
い
」

に
代
表
さ
れ
る
評
価
が

一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。
二
条
良

基
、
救
済

(P
～

一
三
七
八
)
亡
き
あ
と
、

「「
た
ゴ
思
ひ
入

て
い
か
程
も
し
ほ

れ
た
る
所
に
心
を
か
け
る
」
素
直
な
正
統
派
的
な
救
済

の
作
風
よ
り
、

一
見
人

を
驚
か
す
奇
矯
な
見
立
や
表
現
を
こ
ら
し
た
技
巧
的
な
周
阿

の
作
風
が
世
に
む

　れ
　

か
え
ら
れ
は
じ
め
次
第

に
混
迷

の

一
途
を

た
ど

っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
連
歌
壇

に
は
武
家
や
僧
侶
や
遁
世
者
な
ど
が

い
た

が
、
同
時
代

の
人

の
評
価
と
し
て
は

『初
心
求
詠
集
』
の
ほ
か
、
『了
俊
弁
要

　ぴ
　

抄
』
『落
書
露
顕
』
等
今
川
了
俊

の
著
書
に
言
及
が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
応
永
年

間
の
連
歌
作
品
に
関
す
る
記
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
や
は
り
当
時
連
歌
は
衰

え
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
理
由

は
周
阿
風
が
流
行
し
て

一
句
に
趣
向
を

凝
ら
し
、
手
の
込
ん
だ
巧
み
な
表
現

で
当
座

の
人
々
を
驚
か
す
句
が
多
く
な
り
、

そ
の
中
で
幽
玄
で
余
情
が
あ
り
和
歌
的
、
す
な
わ
ち
良
基
連
歌

の
本
質
を
受
け

継

い
だ
連
歌
や
、
仏
教
的
な
人
生
観
照

の
深

さ
で
色
づ
け
た
救
済
的
な
連
歌
が

す
た
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

一
方
、
連
歌
自
体
が
す
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
庶
民
の
連
歌
が
独
自
な
行
き
方

で
隆
盛
し
、
地
下
連
歌

で
は
勝
手
気
ま

　お
　

ま
な
造
語
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
評
価
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中

で
梵
灯
庵
は
今
川
了
俊
等
と
と
も
に
応
永
と
い
う
時
期
の
代

表
的
な
連
歌
師
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時

の
流
行
と
は
違

い
良
基
の
教
え
を
継

い

だ
貴
重
な
存
在
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
に
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
『応
永
三
十
年
熱
田
法
楽
百
韻
』
は
素
人

の
作
で
あ
り
、
式
目
に
の
っ
と
り
寄
合
語
を
中
心
に
付
合
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

余
情
な
ど
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た

『看
聞
日
記
』

の
紙
背
連
歌
は
、
伏
見
宮
を
中
心
と
す
る
連
歌

の
集
ま
り

で
の
付
合

で
庶
民

の
も

の
と
は
違

う
の
だ
が
、
勢
田
勝
郭
氏
が
指
摘
さ
れ
て

　ム
　

　お
　

い
る
よ
う
に
、
「初

こ
ひ
」
を
は
じ
め
と
す
る
造
語

の
使
用
や

「
片
恋
」
「有
明

月
」
「旅
こ
》
ろ
」
な
ど
伝
統
的
な
和
歌
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
語
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
の
他
、
本
説

に
よ
る
付
合

の
多
さ
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
特

に

　
　
　

「冷
え
」
と
い
う
意
識
に
結
び

つ
く
よ
う
な
表
現
は
見
出

せ
な
か

っ
た
。

一
方
、
梵
灯
庵

の
作
品
で
は
、
『初
心
求
詠
集
』

の
中

の

「
こ
ほ
り
け
り
音

無
川

の
秋

の
月
」
や
、

一
年
問
に
わ
た
り
、
毎
日
発
句
を
綴

っ
た

『梵
灯
日
発

句
』
か
ら
も
、
そ

の
季
節

に
密
接
に
結
び

つ
い
た
深
い
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

特

に
秋

か
ら
初
冬
に
か
け

て
の
句

「有
明
は
又
ゆ
く
水

の
朝
氷
」
「
こ
ほ
ら
む

と
こ
〉
に
さ
む
き
は
水

の
音
」
「空

の
波
し

つ
ま
る
月

の
氷
か
な
」
な
ど

「
冷

え
」
た
趣
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
世
阿
弥
晩
年
の
秋

の
能

《
井
筒
》
や

《砧
》

の

「冷
え
」

に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
と
世
阿
弥

の
能

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
を
読
ん
で
の
ま
ず

一
番

の
感
想
も
、
そ
れ
が
、
全
体
と

し
て
世
阿
弥

の
書
き
残
し
た
も
の
に
似

て
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
と
と
も

に
、
世
阿
弥

の
晩
年

の
作
と
さ
れ
る
能
を
も
思

い
起

こ
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
、
世
阿
弥
と
梵
灯
庵
の
い
た
環

境
の
近
さ
、
使
用
し
て
い
る
用
語

の
共
通
性
、
ま
た
梵
灯
庵
が
、
そ
の
連
歌

に

求
め
た
も

の
と
、
世
阿
弥
が
能
に
お
い
て
求

め
た
も
の
が
、
と
も
に
二
条
良
基

の
教
え
を
出
発
点
と
す
る

「幽
玄
」

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
然

に
あ

り
え
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

に
お
け
る
、
世
阿
弥

の
能
を
思
わ
せ
る

と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
述

べ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
コ

、
其
比
知
識
と
聞
え
し

人
に
」

に
続
く
長

い
物
語
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
で
梵
灯
庵
は
は
じ

め
、
知
識

の
も
と
で
の
修
業
を
志
す
の
だ
が
、
そ

の
後
、
「後

に
は
た

》
足

に

ま
か
せ
心
の
行
に
し
た
か
ひ
て
、
浮
雲
流
水

を
觀
し
て
さ
ま
よ
ひ
あ
る
き
」
始

め
る
の
で
あ
る
。
海

へ
行

っ
た
り
山

へ
行

っ
た
り
、
そ
し
て
水

の
流
れ

に
そ

っ

て
、
森

へ
分
け
入

っ
て
い
く
様
子
が
美
し
く
描
か
れ
る
。
あ
る
寺
に
着
き
、

一

夜
を
明

か
そ
う
と
す
る
と
、

む
か
し
西
行
上
人
も
暫
お
は
し
け
る
と
な
ん
か
た
り
侍
き
。
や
う
く

更

行
ま

〉
に
、
正
面
の
柱
に
よ
り
か
〉
り

て
眠
居
た
る
に
、
鈴

の
響
谷
々
に

聞
え
て
物
す
ご
き
に
、
曉
の
か
ね
懺
法
の
聲

に
た
く
ひ
て
、
何
と
な
く
所

か
ら

に
や
身
に
し
み
て
聞
ゆ
る
に
そ
、
佛
法

の
尊
さ
も

一
際
あ
る
心
地
せ

し
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
部
分

か
ら
、
私
は
、
梵
灯
庵
自
身
が

ワ
キ
の
僧
で
あ
る
よ
う
な
能
を
思

い
起
こ
す
。
す
な
わ
ち
、

シ
テ
が
旅

の
僧
で
あ
る
ワ
キ
の
夢

の
中

に
登
場
す
る

形
態
を
持

っ
て
い
る
世
阿
弥
作

の
夢
幻
能

で
あ

る
。
梵
灯
庵

は
、
そ

の
中

の

「諸
国

一
見
の
僧
」

の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
翁

に
会
う
場
面
も
あ
り
、

所
か
ら
の
面
白
さ
に

一
足

つ
〉
前

へ
歩
に
、
傍
に
さ
か
し
き
谷
を
お
り
く

た
る
人
あ
り
。
鬢
髪

は
雪
よ
り
も
し
ろ
く
、
身
に
は
藤
編
る
衣
を
き
た
り
。

此
翁
歩

み
近
付
き
て
、

い
つ
く

へ
心
さ
し
給
ふ
人
そ
。
此
す
ゑ
に
は
道
も

あ
る

へ
か
ら
す
。
わ
れ
は
此
山

に
年
ひ
さ
し
く
杣
を
と
り
て
住
侍
る
物
な

り
。
わ
が
跡
に
付

て
お
は
し
ま
せ
。

と

、

い
う

こ
と

に

な

る

。

こ

こ

な

ど

は
、

旅

の
僧

で
あ

る

ワ
キ

が

、

前

シ

テ

の

老

人

に
会

う

場

面

の

よ

う

で
あ

る

。

も

っ
と

も

、

『
梵

灯

庵

主

返

答

書

』

に

お

い

て

は
、

翁

は
夢

幻

能

に

お

い

て

の

よ
う

に

、
何

者

か

の
化

身

と

い
う

わ

け

で

は

な

く

、

梵

灯

庵

と

一
夏

を

と

も

に
過

ご

し

た

後

、

亡

く

な

っ
て

し

ま

っ
た

よ

う

で
あ

る
。

そ

し

て

、
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世阿弥 と梵灯庵試論

水

に
む
か

へ
は
天
こ
》
に
あ
り
。
我

は
か
ら
ず
非
想
非
々
想

に
至
か
と
う

た
か
ふ
。
か
や
う
の
露
地

に
こ
そ
し

つ
か
に
殘
生
を
も
お
く
り
た
く
侍
し

に
、
か
の
翁
あ
き
の
霧
に
や
を
か
さ
れ
け
ん
。
朝

の
露
と
き
え
夕

の
煙
と

た

ち

の

ほ

り

ぬ

。

あ

は

れ

さ

い

ふ

は

か

り

な

し
。

い
よ

く

た

よ

り

な

く

て
、
長
月
廿
日
比
い
つ
く
と
も
な
く
吟
出

ぬ
。
た
〉
蒲
團
を
枕
と
し
衾
を

莚
と
し
て
そ
。
ふ
る
き
堂
な
ど
に
は
夜
を
明
し
侍
し
。

と
、
梵
灯
庵

の
旅

の
記
述

は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分

の
秋

の
あ
わ
れ
な

風
情
は
、
や
は
り

「諸
国

一
見
の
僧
」
を

ワ
キ
と
す
る
世
阿
弥

の
秋

の
夢
幻
能
、

《井
筒
》
の
風
情
な
ど
に
通
じ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
《井
筒
》

の
中

で
も

　が
　

特
に
世
阿
弥
が

『五
音
』

に

「幽
曲
」
と

し
て
あ
げ

た
部
分
、

さ
な
き
だ
に
物

の
淋
し
き
秋

の
夜

の
、
人
目
稀
な
る
古
寺

の
、
庭

の
松
風

ふ
け
過
ぎ

て
、
月
も
傾
く
軒
端

の
草
、
忘
れ
て
過
ぎ
し
い
に
し

へ
を
、
し

の
ぶ
顔
に
て
い
つ
ま
で
か
、
待

つ
こ
と
な
く

て
な
が
ら

へ
ん
。
げ
に
な
に

　　
　

ご
と
も
思
ひ
出
の
、
人

に
は
殘
る
世

の
中
か
な

の
ご
と
く
、
冷
え
た
情
趣
が
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

「諸
国

一
見

の
僧
」
の
よ
う
な
、
旅
の
僧
と

い
う
ワ
キ
の
発
見
に
、
梵
灯
庵
が

関
わ

っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
能

の
作
者
及
び
制
作
年
代

は
確
定

で
き
ず
、
諸
本

に
よ

っ
て
詞
章

の
異
同
も
多

い
の
で
、
世
阿
弥
が
そ
の
よ
う
な

旅

の
僧
を
ワ
キ
と
し
て
初
め
て
使
い
始
め
た
の
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
と
は
言

え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
を
旅
す
る
僧
を
ワ
キ
と
す
る
能

に
は
、

世
阿
弥
作
の
能
が
多

い
。
そ
の
形
成
過
程
に
は
父
観
阿
弥

の
関
与
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
世
阿
弥
が
完
成
さ

せ
た
と
さ
れ
る

《
江

口
》
や

《松
風
》、
『三

道
』

に
よ

っ
て
、
世
阿
弥
作
と
わ
か
る

《頼
政
》、
ま
た
先
に
述

べ
た

《
井
筒
》

や

《鵺
》
《采
女
》
な
ど
で
あ

る
。
そ
し
て
、
世
阿
弥

の
作
風
を
継
承
発
展
さ

せ
て
い
っ
た
金
春
禅
竹

(
一
四
〇
五
～
七
〇
)
作
と
さ
れ
る

《
杜
若
》
《野
宮
》

《
玉
鬘
》
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品

の
特
色
を
考
え
る
と
、
旅

の
僧

で
あ

る

ワ
キ
は
、
他

の
実
在

の
人
物
や
、
何
ら
か
の
名
前
や
、
ど
こ
か
特
定

の
場
所

に

行
く
な
ど

の
役
割
を
持

つ
ワ
キ
と
は
、
全
く
違
う
効
果
を
、
能
全
体
に
も
た
ら

し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
旅

の
僧
は
あ
る
場
所
を
訪
ね
、

一
人

の
人

物

に
会

い
、
そ
の
人

の
生
前

の
物
語
を
聞
き
、
成
仏
を
願
い
弔
い
を
す
る
。

い

ず
れ
も
現
在

の
実
際

の
出
来
事
を
描
く
の
で
は
な
く
、
ワ
キ
と
シ
テ
の
葛
藤
が

あ
ま
り
な
く
、

ワ
キ
の
僧

の
夢
の
中
に
出

て
く
る
シ
テ
に
焦
点
が
集
ま
る
。
そ

の
構
造
は
、

シ
テ
の
姿
を
美
し
い
も

の
、
す
な
わ
ち

「幽
玄
」
に
す
る
の
に
役

立

っ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
応
永
と
い
う
時
期
か
ら

の

「冷
え
さ
び
た
る
」
と
い
う
美
意
識
を
重
要
な
要
素
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
が

多

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
梵
灯
庵

は
、
夢
幻
能

に
お
け
る
旅

の
僧

の
よ
う
で
あ
る
と
と
も
に
、

旅

の
途
中
で
、
西
行

の
歌
に
二
度
も
出
会
う
。
梵
灯
庵

の
行
動
は
、
西
行
自
身
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の
行
動

の
よ
う
で
も
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
む

か
し
西
行
も
い
た
と
さ
れ
る
寺
で
、

西
行
の

「山
高
み
岩
ね
を
し
む
る
柴

の
庵
に
暫
し
も
さ
ら
は
世
を
遁
れ
は
や
」

と
い
う
歌
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
ま

た
、
そ
の
後
海
岸

へ
出
て
行
脚
し
、

き
ら
き
ら
と
見
え
る
月
を
見
た
り
し
た
後
、
象
潟

へ
来
る
と
ま
た
西
行

の
歌

に

会
い
、
「松
島
や
を
し
ま
の
磯
も
な
に
な
ら
す
た

〉
き
さ
潟
の
秋

の
よ
の
月
西

行
法
師
と
書

た
り
し
そ
や
さ
し
く
も
あ
は
れ

に
も
覺
え
し
」
と
述

べ
て
い
る
。

　
　
　

「諸
国

一
見
の
僧
」
と
西
行

の
関
係

に
つ
い
て
考
え
る
説
が
あ
る
。
世
阿
弥
作

の
能
に

つ
い
て
は
、
西
行
の
説
話
を
も
と
に
し
て
い
る

《江

口
》
や
、
西
行
自

身
が

ワ
キ
と
し
て
出

て
く
る

《
西
行
桜
》

だ
け

で
な
く
、
《
井
筒
》
に
も
、
前

シ
テ
登
場
の
謡

「暁
ご
と
の
閼
伽

の
水
、
暁

ご
と
の
閼
伽

の
水
、
月
も
心
や
澄

ま
す
ら
ん
」
と
西
行

の

「岩
に
せ
く
あ
か
井

の
水
の
わ
り
な
き
は
心
す
め
と
も

　　
　

や
ど
る
月
か
な
」
な
ど
、
そ
の
詞
章
の
中
に
西
行
の
和
歌
か
ら
の
影
響
が
感
じ

ら
れ
る
。
世
阿
弥
が
西
行
に
関
心
が
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

一
方
、
梵
灯

庵
が
出
家
し
て
放
浪

し
て
い
る
時

に
西
行
を
親
し
く
感
じ
た
と
い
う
こ
と
も
納

得
で
き
る
。
西
行
自
身
、
ま
さ
に

「諸
国

一
見
の
僧
」

で
あ

っ
た
。

　　
　

西
行
に
関
わ
る
物
語
を
編
ん
だ

『撰
集
抄

』
は
西
行

の
自
著
で
は
な
く
西
行

に
仮
託
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
十
三
世
紀
半

ば
頃
成
立
し
、
鎌
倉
室
町
時
代
以

　お
　

来
読
ま
れ
て
き
た
か
ら
、
世
阿
弥
、
梵
灯
庵

と
も
に
親
し
ん
で
い
た
可
能
性
が

あ
る
。
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

の
梵
灯
庵
が

い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
さ
ま
よ
う
描

写

は
、
特

に

『撰
集
抄
』

の

「葛
木
隠
遁

之
事

(巻
三
第
九
)」
な
ど

で
西
行

自
身
が
諸
国
を
廻
り
庵
を
訪
ね
た
り
す
る
と

こ
ろ
の
、

神
無
月

の
十
日
あ
ま
り
の
事
に
侍
れ
ば
、
月
は
か
げ
す
る
木
々
の
な
け
れ

ど
も
、
晴
れ
く
も
る
光
は

一
か
た
な
ら
で
物
あ

は
れ
な
る
を
、
木
の
葉
が

く
れ
に
ゆ
く
嵐

の
、
枯
野
の
す

〉
き
に
よ
わ
り
て
、
そ
よ
め
き
わ
た
る
世

を
秋
風
の
は
げ
し
く
て
、
涙

の
染
む
る
紅
葉

の
も
ろ
く
散
る
さ
ま
な
ん
ど

に
も
、
無
常
お
も
ひ
知
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
る
そ
や
。

な
ど
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
世
阿
弥
の
秋

の
能

の
詞
も
思
わ

せ
る
も

の
で
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
梵
灯
庵
は

『撰
集
抄
』

に
出
て
く
る
西
行

の
よ
う
な
行
動
に
憧
れ
を
持

っ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り

に

世
阿
弥
が
出
家
し
た
の
は
応
永

二
十
九
年

(
一
四
二
二
)
の
こ
と
で
、
佐
渡

へ
流
さ
れ
る
の
は
、
さ
ら

に
後

の
永
享
六
年

(
一
四
三
四
)
の
こ
と
だ
が
、
将

軍
義
持

は
猿
楽
よ
り
田
楽
を
ひ
い
き
に
し
て
お
り
、
義
満
か
ら
は
少
年
時
代
の

よ
う
な
寵
愛
を
受
け
な
く
な

っ
て
い
た
応
永
と
い
う
時
期
に
、
西
行

に
関
心
を

持

つ
心
境
に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

世
阿
弥

の
代
表
作

《井
筒
》
は
、
『三
道
』
に
ま
だ
そ
の
名
が
出

て
こ
な

い

こ
と
か
ら
、
応
永
と
い
う
時
代
を
経
た
世
阿
弥
の
能
作

へ
の
考
え
方
が
表
れ
た

作
品
だ
と
い
え
る
。
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』

に

「或
歌
讀

の
基
俊
に
歌
を
は
い

か
や
う
に
よ
み
侍

へ
き
と
尋
申
さ
れ
け
れ
ぽ
、
枯
野
の
尾
花
有
明

の
月
と
答
ら
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世阿弥 と梵灯庵試論

れ
侍
き
」
と
あ
り
、
そ
の
後
心
敬

の

『さ

〉
め
ご
と
』
に
も

「冷
え
」
と
い
う

美
意
識

に
関

し
て
同
様

の
記
述
が
あ
る
の
は
先

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

《井
筒
》
は
、
薄
、
有
明
の
月
を
重
要
な
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
持

つ
作
品

で
、

一

方
、
西
行

に
も

「見

れ
ば
げ

に
心
も
そ
れ

に
な
り
ぞ
行

く
枯

野

の
薄

有
明

　お
　

の
月
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。

応
永
と
い
う
時
期
に
、
世
阿
弥
と
、
ほ
ぼ
同
世
代

で
連
歌
壇

の
第

一
人
者

で

あ

っ
た
梵
灯
庵
と
は
、
ご
く
近

い
環
境

の
中
に
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、

『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
の
用
語
と
世
阿
弥

の
能
楽
論
の
用
語

の
共
通
性

に
も
表

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、

お
互

い
に
良
基

の
教
え
を
発
展
さ

せ
、
「冷
え
」
と
い
う
こ
と
を
作
品
に
表
し

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『梵
灯
庵

主
返
答
書
』

の
梵
灯
庵

の
流
浪
の
旅

の
記
述
と
、
世
阿
弥
作

の
旅

の
僧
を

ワ
キ

と
す
る
夢
幻
能

に
つ
い
て
考
察
を
試

み
た
。
ま
た
、
『梵
灯
庵
主
返
答
書
』
を

読
む
に
あ
た

っ
て
は
、
世
阿
弥
の
応
永
期
以
後

の
作
品
に
あ
る
、
西
行
を
通
し

て
の
梵
灯
庵
と
の
関
わ
り
、
と
い
う
水
脈
も
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
が
、
そ

の
点

に
つ
い
て
は
ま
た
他
日
を
期
し
た
い
。

,一.

2↑ 汪

島
津
忠
夫

『能
と
連
歌
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
〇
年
な
ど
。

林
屋
辰
三
郎
等
校
注

『日
本
思
想
大
系
23
古
代
中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
、
四
六
五
～
四
七
六
頁
。
以
下
引
用
は
同
書
よ
り
。
ま
た
今
後

古
文

の
引

用

は
原
本

通

り

と
す

る
が
、
適

宜

、
句

読

点

を
付

し
、

ふ

り
が

な

は
略

す

。
個

々

の
頁
数

は
記

さ
な

い
。

(
3
)

塙

保

己

一
編

『続

群
書

類

従
』

続

群
書

類

従
完

成

会
、

一
九

八
五
年

、

一

〇

四

一
～

一
〇

五

五
頁

。
以

下
引

用

は
同
書

よ

り
。

(
4
)

田
中
裕

校

注

『新

潮

日
本

古
曲
ハ集

成
世

阿

弥

芸
術

論
集

』
新

潮

社
、

一
九

八
三
年

、

一
七

三
～

二

六

四
頁
。

以
下

『申

楽

談
儀

』

と

し
、
引

用

は
同
書

よ
り
。

(
5
)

光

田
和

伸

「
連

歌

の
流

れ
」

『
岩
波

講

座

日

本

文
学

史

第

六

巻

』
岩

波

書

店
、

一
九

九
六

年
、

一
四

八
頁

。

(
6
)

奥

田

勲

「
応

永

二
十

四
年

の
梵

灯

一
座

連

歌

懐

紙

に

つ

い
て
」

(金

子
金

治
郎

編

『連

歌

貴

重

文

献
集

成

連

歌

研

究

の
展
開

』
)
勉

誠

社

、

一
九

八

五

年

、

七

四

一
頁

。

(
7
)

斎

藤

義

光

「
応
永

期

に

お
け

る
梵

灯
庵

の
位

置

」

『中

世

連

歌

の
研

究
』

有

精

堂
出

版
、

一
九

七
九
年

、

一
一
二
～

=
壬

二
頁

。

(
8
)

表

章

・
加
藤

周

一
編

『
日
本

思
想

大

系

24
世

阿

弥

・
禅
竹

』
岩

波

書

店
、

一
九

七

四
年

、

=

二
四
～

一
四
四
頁

。

(9
)

新

城
常

三
校

注

『神

道

大
系

文

学
編

五

参
詣

記
』

神

道
大

系

編
纂

会

、

一

九

八
四
年
、

一
五

一
～

一
七
三
頁

。

(10
)

木

藤

才
蔵

校

注

『連

歌

論

集

(三
)
』

三

弥

井

書

店
、

一
九

八
五

年

、

四

七
～

八
六
頁

。

(11
)

西

一
祥

「
世
阿

弥

芸

術

論

に
及
ぼ

し

た
梵

灯

庵

の
影
響

」

『
世
阿

弥

論

』

桜

楓
社

、

一
九

八
六
年

、
九

～

二
四
頁

。

(12
)

前
掲

11
。

二

一
頁
。

(
13
)

前
掲

4
。

一

一
七
～

一
六

一
頁

。
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(
14
)

木

藤
才

蔵

・
井

本
農

一
校

注

『岩

波
古

典

文

学
大

系
連

歌

論

集
』
岩

波

書

店
、

一
九

六

一
年
、

一

一
九
～

二
〇

四
頁
。

(
15
)

前
掲

11
。

一
九
頁

。

(
16
)

金

子
金

治

郎
編

『連

歌
貴

重

文

献
集

成

第

二
集

』
勉
誠

社

、

一
九

七
九

年

所
収

。

(
17
)

前

掲

6
所
収

。

(
18
)

宮

内

庁

書

陵

部

編

『図

書

寮

叢

刊

看

聞

日
記

紙

背
文

書

・
看

聞

日

記

別

記
』
養

徳

社
、

一
九

六
五

年
所
収

。

(
19
)

島

津
忠

夫

校
注

『新

潮

日
本

古

典
集

成

連
歌

集

』
新

潮
社

、

一
九

七
九

年

、

七

五
～

一
〇

三
頁
。

(
20
)

前

掲

5
。

(
21
)

伊

地

知

鐵

男

「応

永

期

十

五

世

紀

の
初

頭

前

後

の
京

洛

の
連

歌

界
」

『伊

地
知

鐵
男

著
作

集

H
』
汲

古
書

院
、

一
九

九
六
年

、

三

二
〇
頁

。

(
22
)

塙

保
己

一
編

『群

書
類

従
』

群
書

類
従
完

成
会

、

一
九

三

四
年
所
収

。

(
23
)

木

藤
才

蔵

「
応

永

時
代

の
連

歌

」

(『
連
歌

俳

諧

研
究

』

七
、

八
号

)

一
九

五

四
年
。

(
24
)

勢

田

勝
郭

『連

歌

の
新

研

究
論

考

編
』

桜
楓

社

、

一
九
九

二
年
、

八
三
～

一
一
四
頁

。

(
25
)

「
は

つ
恋

」

の
用

例

に
は

十

三
世

紀

頃

の

「
い
か

に
と

よ
う

き

も

つ
ら
き

も

な

ら

は

ぬ

に

は

つ
恋

衣

袖

そ

し
を

る
る

寂
身

法
師

」
が

あ

る
。

『新

編

国
歌

大
観

第

七
巻
私

家
集

m
』

角
川

書
店

、

一
九

八
五
年

、

三
三

一
頁
。

(
26
)

『
看
聞

日

記
』

の
紙

背

連

歌

と

謡
曲

の
語

彙

に
共

通

す

る
も

の
が

多

い
こ

と

は
前

掲

24

に
も

指
摘

さ
れ

て

い

る
が

、
私

は

《
錦

木
》

《
忠

度

》
《
井

筒

》

《
野
宮
》

《
砧

》
な

ど

の
能

と
本

説

を
同

じ

く

し

て

い
る
付
合

の
多

い
こ
と

に

驚

い
た
。
特

に

「
つ
れ

な
き

中

に
た

つ
る

に
し
き
木

/

む
ね

あ

は

ぬ
け

ふ

の

細
布

い
か

〉
お

る
」

な
ど

《
錦

木
》

の
も

と

に
も
な

っ
た
錦

木
説

話

を

も

と

に
す

る
付

合
が

頻

出

す

る
。

当

時
、

能
作

者

と
連

歌

作
者

の
間

に
共

通

の
和

歌
説

話

を

は
じ

め
と
す

る
教

養
が

あ

っ
た

こ
と

の
証

拠

と

い
え

よ
う

が

紙
背

連

歌

の
連

衆

は
能

の
観

客

で
も

あ

っ
た

か
ら
、

い
く

つ
か

の
付
合

は
す

で
に

能

の
作
品

か
ら

き

て

い

る
可

能

性

も
あ

る
か
も

し

れ

な

い
。

今
後

の
課

題

と

し

た

い
。

(
27
)

前

掲

8
。

二
〇
〇

～

二
〇

一
頁
。

(
28
)

伊

藤

正
義

校
注

『新

潮

日
本

古

典

集
成

謡
曲

集

上
』

新

潮
社

、

一
九

八

三

年
。

(
29
)

田
代
慶

一
郎

『夢

幻
能

』
朝

日
新

聞
社

、

一
九

九
四
年

、

四
五
頁

参
照

。

(
30
)

佐

佐
木

信
綱

校
訂

『山

家
集

』
岩

波
書

店
、

一
九
九

四
年
。

(
31
)

西

尾
光

一
校

注

『
撰
集

抄
』

岩
波

書
店

、

一
九

九
五
年

。

(
32
)

前

掲

31
。

八
頁
。

(
33
)

前

掲

30
。
管

見

の
か
ぎ

り

「
枯

野

の
薄

」

と

「
有

明

の
月

」

の
両

方

を

詠

み
込

ん
だ
歌

は

こ

の
歌

以
前

に
は
な

い
。
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