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謡曲の現代語翻訳とその上演意義について

　

能
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
謡
曲
は
中
世
の
古
典
文
法
に
則
っ
て

書
か
れ
、
節
と
拍
と
い
う
音
楽
規
則
に
即
し
て
発
声
さ
れ
る
。

言
語
面
の
違
い
に
加
え
て
、
戦
乱
が
相
次
ぐ
中
で
仏
教
に
よ
る

救
済
を
求
め
つ
つ
、
文
化
の
絢
爛
期
た
る
平
安
朝
に
対
し
て
室

町
時
代
の
人
間
が
抱
く
憧
憬
の
念
も
２１
世
紀
社
会
に
生
き
る
現

代
の
観
客
達
が
実
感
と
し
て
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
古
典
芸
能
で
あ
る
能
を
現
代
化
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
主
題
を
現
代
化
し
よ
う
と
す
る
試

み
と
し
て
は
ま
ず
「
新
作
能
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
海
外
の
戯
曲

作
品
（
イ
プ
セ
ン
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
）
や
、
公
害
・
環

境
問
題
に
取
材
し
た
も
の
が
多
く
、
作
品
の
時
代
設
定
や
登
場

人
物
こ
そ
新
し
い
も
の
の
基
本
的
に
は
古
典
能
の
規
範
に
則
っ

謡
曲
の
現
代
語
翻
訳
と
そ
の
上
演
意
義
に
つ
い
て

―
岡
田
利
規
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
を
例
に
―

奥
田
知
叡

序
章

　
本
研
究
の
目
的

た
上
演
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
文
法
や
文
体
と
い
っ
た
言
語
面
、

演
技
や
演
出
と
い
っ
た
表
現
面
で
の
現
代
化
を
第
一
に
目
指
し

た
も
の
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
謡
曲
を
現
代
日
本
語
に
翻
訳
す
る
試
み
に
つ
い

て
考
察
し
、
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
現
代
演
劇
の
技
法
を
用

い
て
上
演
を
試
み
た
実
践
例
と
し
て
、
座
・
高
円
寺
に
設
立
さ

れ
た
養
成
所
「
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
お
け
る
２
０
１
９

年
度
後
期
成
果
発
表
会
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
後
期
成
果
発
表

会
で
本
稿
執
筆
者
は
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
岡
田
利
規
訳
「
卒

都
婆
小
町
」
の
上
演
に
取
り
組
ん
だ
。

　

能
の
現
代
化
の
試
み
と
し
て
は
先
述
の
新
作
能
だ
け
で
は
な

く
、
謡
曲
を
戯
曲
の
形
式
に
翻
案
す
る
試
み
も
三
島
由
紀
夫
の

研
究
ノ
ー
ト
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『
近
代
能
楽
集
』
以
降—

野
村
萬
斎
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
「
現

代
能
楽
集
」
シ
リ
ー
ズ
等—

様
々
な
劇
作
家
に
よ
っ
て
実
践
さ

れ
て
い
る
が
、
翻
案
作
品
の
多
く
は
題
材
を
能
に
取
材
し
た
も
の

で
舞
台
上
で
の
能
の
技
法
（
能
楽
師
の
発
声
や
身
体
性
、
能
楽
堂

と
い
う
空
間
性
）
を
活
か
し
た
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
能
の

現
代
語
訳
上
演
の
試
み
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
新
作
能
の
上

演
や
能
の
翻
案
上
演
と
は
異
な
る
新
た
な
現
代
化
の
手
法—

現

代
語
に
翻
訳
さ
れ
た
能
の
上
演—
の
可
能
性
と
意
義
、
ま
た
上

演
に
際
し
て
生
じ
う
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　
　

第
一
節　

木
下
順
二
訳
「
藤
戸
」

　

謡
曲
の
現
代
語
訳
は
主
に
能
の
研
究
者
を
中
心
に
行
わ
れ
て

き
た
が
、
舞
台
作
品
と
し
て
上
演
す
る
た
め
に
翻
訳
を
行
う
こ

と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
劇
作
家
で
能
に
も
造
詣
の
深
い
木

下
順
二
は
東
西
の
古
典
翻
訳
を
試
み
た
『
古
典
を
訳
す
』
に
お

い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

第
一
章

　
劇
作
家
に
よ
る
謡
曲
の
現
代
語
翻
訳
の
実
例

　

木
下
の
言
う
と
お
り
、
能
の
様
式
を
保
っ
た
ま
ま
古
典
文
法
以

外
の
文
体
で
能
を
上
演
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
例
え

ば
、
２
０
１
４
年
に
上
演
さ
れ
た
新
作
能
「
始
皇
帝
」（
那
珂
太

郎
の
長
編
詩
「
皇
帝
」
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
）
は
中
世
古
文

で
は
な
く
漢
文
の
訓
読
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
演
出
を
担
当
し

た
岡
本
章
は
「
こ
の
漢
語
を
主
体
に
し
た
簡
潔
で
力
強
い
文
体
、

リ
ズ
ム
は
、
能
の
演
技
や
発
声
と
深
く
響
き
あ
っ
て
効
果
的
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
           2  

」
と
報
告
し
て
い
る
が
、
能
楽
の
研
究
者
で
あ

る
小
田
幸
子
は
「
形
而
上
学
的
で
漢
語
の
多
い
文
体
を
謡
に
す

る
難
し
さ
を
感
じ
る
           3 

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
能
の
謡
は
―
厳
密

に
は
異
な
る
が
―
西
洋
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
に
相
当
す
る
節
と
リ

謡
曲
を
現
代
語
に
訳
す
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
無
理

な
こ
と
で
あ
る
う
え
に
、
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
の
わ
か
り
に
く
い
詞
を
独
特
の
声
と

曲
節
で
表
現
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
謡
曲
は
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
舞
台
と
謡
本
と
の
関
係
は
、

演
劇
、
こ
と
に
現
代
劇
の
場
合
の
舞
台
と
脚
本
の
関
係

よ
り
ず
っ
と
不
可
分
で
あ
る
           1   

。
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ズ
ム
に
相
当
す
る
拍
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
節
と
拍
に
関

す
る
様
々
な
規
則
は
七
五
調
を
基
軸
に
し
て
お
り
、
漢
文
の
文

体
を
謡
に
す
る
こ
と
は
謡
の
基
軸
を
揺
る
が
す
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
謡
曲
は
和
漢
混
淆
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い

る
た
め
部
分
的
に
は
「
響
き
合
っ
て
効
果
的
」
に
感
じ
取
ら
れ

る
部
分
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
謡
全
体
を
通
し
て

聞
い
た
場
合
は
違
和
感
が
感
じ
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
能
の
様
式
を
保
っ
た
ま
ま
大
和
言
葉
の
文
体

以
外
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
困

難
が
伴
う
が
、
逆
に
言
え
ば
能
の
様
式
を
保
た
な
け
れ
ば
現
代

語
に
訳
さ
れ
た
能
の
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
こ
と
は
理
論
上
可

能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
木
下
は
続
け
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

　

問
題
①
に
関
し
て
は
木
下
が
続
け
て
「
文
字
で
読
む
謡
曲
の

本
文
が
す
ぐ
れ
た
文
学
だ
と
い
う
こ
と
は
疑
え
な
い
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
謡
曲
を
文
学
作
品
と
し
て
理
解
す
る
観
点
に
立
て

ば
現
代
語
翻
訳
の
意
義
は
十
分
に
あ
る
。
一
方
で
上
演
に
関
し

て
は
問
題
②
が
関
わ
っ
て
く
る
が
、
木
下
は
「
訳
文
の
朗
誦
方

法
と
し
て
〈
山
本
安
英
の
会
〉
が
数
年
来
試
み
て
い
る
〝
群
読
〞

の
方
法
は
使
え
な
い
か
。
と
い
う
の
を
一
応
の
答
え
と
し
て
お

い
て
、
と
も
か
く
も
訳
し
て
み
た
」
と
述
べ
謡
曲
「
藤
戸
」
の

試
訳
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

木
下
訳
「
藤
戸
」
で
は
人
物
や
場
所
の
設
定
、
シ
テ
方
や
ワ

キ
方
と
い
っ
た
区
分
に
変
化
は
な
い
が
、
唯
一
、
地
謡
の
役
種

を
削
除
し
て
い
る
。
現
在
の
能
で
は
原
則
８
人
の
シ
テ
方
が
地

謡
座
に
着
席
し
地
謡
に
割
り
当
て
ら
れ
た
場
面
を
謡
う
が
、
木

下
訳
「
藤
戸
」
で
は
本
来
地
謡
が
謡
う
部
分
と
強
調
の
た
め
に

セ
リ
フ
が
繰
り
返
さ
れ
る
箇
所
が
「
群
読
」
と
表
記
さ
れ
、
舞

す
る
と
、
①
後
者
（
演
劇

：

引
用
者
註
）
で
は
戯
曲
だ

け
を
読
ん
で
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
を
独
立
さ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
（
能

：

引
用
者
註
）
で

は
そ
の
独
立
度
が
は
な
は
だ
薄
い
の
だ
か
ら
、
本
文
だ

け
を
訳
す
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
②
本
文
を
わ
か
り
い

い
現
代
語
に
訳
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
と
の
曲
節
で

歌
う
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
訳
す
意

味
は
な
い
。
な
ど
と
い
う
問
題
が
（
ほ
か
に
も
あ
る
が
）

出
て
く
る
           4 

。
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台
に
登
場
す
る
前
シ
テ
・
ワ
キ
方
ら
が
発
声
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
謡
曲
「
藤
戸
」
の
冒
頭
は
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ

が
次
第
で
登
場
し
「
春
の
港
の
行
末
や
、
春
の
港
の
行
末
や
、

藤
戸
の
渡
り
な
る
ら
ん
           5 

」
と
謡
っ
た
あ
と
続
け
て
名
ノ
リ
「
こ

れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛
綱
に
て
候
…
」
に
入
る
が
、
木
下
訳
「
藤

戸
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
（
能
の
原
曲
を
続
け

て
示
す
）。

　
（
木
下
訳
）

　

原
曲
と
訳
文
を
比
べ
て
み
る
と
木
下
訳
で
は
「
朗
誦
」
と
書

か
れ
た
部
分
は
古
文
の
文
体
に
、「
せ
り
ふ
」
と
書
か
れ
た
箇
所

は
現
代
日
本
語
の
文
体
に
従
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
動
作
の
対

象
や
名
詞
な
ど
を
適
宜
補
う
こ
と
で
分
か
り
や
す
さ
を
担
保
し

て
い
る
が
、
文
体
の
変
化
は
大
き
く
は
な
い
。
発
声
面
の
変
化

に
関
し
て
い
え
ば
能
で
は
多
く
の
セ
リ
フ
が
節
を
伴
っ
て
表
記

さ
れ
、
節
を
伴
わ
な
い
詞
の
箇
所
で
あ
っ
て
も
音
の
高
低
変
化

　
（
原
曲
）

盛
綱
と
従
者
た
ち

（
朗
誦
）
暮
れ
て
い
く
春
の
行
方
は
知
ら
ね
ど
も
、
過
ぎ
行

く
春
の
藤
の
花
、
そ
の
名
に
ち
な
む
こ
こ
は
藤
戸
の
浦
の

あ
た
り
。

群
読

（
朗
誦
）
過
ぎ
行
く
春
の
藤
の
花
、
そ
の
名
に
ち
な
む
こ
こ

は
藤
戸
の
浦
の
あ
た
り
。

盛
綱

（
観
客
に
向
か
っ
て
、
せ
り
ふ
）
こ
れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛

綱
で
あ
る
。
さ
て
も
こ
の
た
び
、
藤
戸
の
浦
の
先
陣
切
っ

た
る
そ
の
ご
恩
賞
に
、
源
頼
朝
公
よ
り
備
前
の
児
島
を
賜
っ

た
り
。
今
日
は
吉
日
で
あ
る
ほ
ど
に
、
こ
の
児
島
へ
た
だ

い
ま
初
め
て
検
分
に
ま
い
っ
た
           6 

。

ワ
キ

春
の
港
の
行
末
や
、
春
の
港
の
行
末
や
、
藤
戸
の
渡
り
な

る
ら
ん
。

ワ
キ
・
ワ
キ
連

こ
れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛
綱
に
て
候
、
さ
て
も
今
度
藤
戸
の

先
陣
仕
り
し
そ
の
ご
恩
賞
に
、
備
前
の
児
島
を
賜
は
つ
て

候
、
今
日
吉
日
に
て
候
ふ
ほ
ど
に
、
只
今
入
部
仕
り
候
           7 

。
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は
必
ず
生
じ
る
の
だ
が
、
木
下
訳
「
藤
戸
」
で
は
謡
に
当
た
る

箇
所
は
「
朗
誦
」、
詞
に
当
た
る
箇
所
は
「
セ
リ
フ
」
と
表
記
さ

れ
て
お
り
、「
も
と
の
曲
節
で
歌
う
」
可
能
性
は
最
初
か
ら
放
棄

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

木
下
が
編
み
出
し
た
群
読
は
舞
台
上
の
登
場
人
物
が
共
に
台

詞
を
朗
誦
す
る
も
の
で
、
合
唱
に
近
い
現
在
の
能
の
地
謡
と
は

目
的
が
異
な
る
。「
群
読
」
の
手
法
は
戯
曲
「
子
午
線
の
祀
り
」

に
お
い
て
使
用
さ
れ
現
代
演
劇
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
成
果

を
得
た
が
、
同
じ
手
法
が
よ
り
音
楽
的
変
化
の
多
い
能
の
謡
曲

を
対
象
に
し
て
も
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

２
０
２
４
年
現
在
、
木
下
順
二
の
翻
訳
し
た
能
作
品
を
上
演
す

る
試
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
文
体
が
謡
曲
の
そ
れ
か
ら
大

き
く
離
れ
て
い
な
い
だ
け
に
音
の
高
低
変
化
を
第
一
目
標
と
は

し
な
い
朗
誦
と
い
う
手
法
で
発
声
す
る
こ
と
は
寧
ろ
違
和
感
を

呼
び
か
ね
ず
、
効
果
的
と
は
い
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
章
で
は
独
自
の
文
体
を
編
み
出
し
た
劇
作
家
・
別
役
実
の

翻
訳
し
た
「
俊
寛
」
を
例
に
、
文
体
を
通
常
の
訳
文
か
ら
大
き

く
変
化
さ
せ
て
翻
訳
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
　
　

第
二
節　

別
役
実
訳
「
俊
寛
」

　

講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
『
21
世
紀
版　

少
年
少
女
古

典
文
学
館
』
は
古
典
を
青
少
年
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
お
り
、
様
々
な
古
典
文
学
作
品
を
研
究
者
で
は
な
く

現
代
作
家
達
が
現
代
語
へ
と
翻
訳
し
て
い
る
。
２
０
１
０
年
に

発
行
さ
れ
た
第
１５
巻
は
能
と
狂
言
を
扱
っ
て
お
り
能
の
翻
訳
は

劇
作
家
・
別
役
実
が
、
狂
言
は
詩
人
・
谷
川
俊
太
郎
が
担
当
し

て
い
る
。
本
文
コ
ラ
ム
は
能
や
狂
言
の
研
究
者
（
小
林
保
治
、

小
林
責
、
西
野
春
雄
、
藤
原
た
ま
き
）
が
担
当
し
、
本
文
理
解

の
た
め
に
図
説
や
脚
注
等
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。「
物
語

と
し
て
の
味
わ
い
を
失
わ
な
い
よ
う
、
ま
た
、
わ
か
り
や
す
さ

を
増
す
よ
う
、
筆
者
の
自
由
な
解
釈
を
付
け
加
え
た
現
代
文
と

し
た
           8 

」
と
い
う
前
書
き
の
通
り
、
能
の
翻
訳
は
別
役
実
の
戯
曲

に
見
ら
れ
る
表
現
技
法
が
多
用
さ
れ
翻
訳
者
の
思
い
描
く
世
界

観
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　

木
下
が
現
代
日
本
語
に
翻
訳
し
た
謡
曲
は
「
藤
戸
」
の
１
曲

だ
け
だ
が
、
別
役
は
「
忠
度
」、「
杜
若
」、「
羽
衣
」、「
安
宅
」、

「
俊
寛
」、「
隅
田
川
」、「
自
然
居
士
」、「
土
蜘
蛛
」、「
鞍
馬
天
狗
」

の
計
９
曲
を
翻
訳
し
て
い
る
。
た
だ
し
戯
曲
の
構
造
で
翻
訳
し
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て
い
る
の
は
「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」、「
羽
衣
」
と
「
隅
田
川
」

の
４
曲
だ
け
で
あ
り
、「
忠
度
」
と
「
自
然
居
士
」
は
ワ
キ
を
主

人
公
と
し
た
一
人
称
の
小
説
形
式
で
、「
安
宅
」
と
「
杜
若
」
と

「
鞍
馬
天
狗
」
は
三
人
称
の
小
説
形
式
で
翻
訳
し
て
い
る
。

　

戯
曲
の
構
造
で
書
か
れ
た
４
曲
の
う
ち
「
隅
田
川
」
と
「
羽
衣
」

は
歌
唱
部
分
を
明
確
に
指
定
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
台
本
形
式

で
、「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」
は
歌
唱
部
分
を
特
に
指
定
し
な
い

戯
曲
形
式
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
羽
衣
」
の
場
合
、
登
場
人
物
は
白
竜
の
ほ
か
に
漁

師
が
４
人
、
天
女
が
シ
テ
以
外
に
４
人
用
意
さ
れ
、
詳
細
な
ト

書
き
と
地
謡
代
わ
り
の
コ
ー
ラ
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー

ラ
ス
が
地
謡
と
異
な
る
の
は
物
語
の
中
で
登
場
人
物
や
物
語
の

進
行
に
関
与
す
る
点
に
あ
る
。
銅
鑼
を
鳴
ら
し
た
り
目
覚
ま
し

時
計
を
鳴
ら
す
な
ど
能
の
設
定
を
飛
び
越
え
た
翻
訳
者
の
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」
は
歌
唱
部
分
が
指
定
さ
れ
て
お
ら
ず

会
話
を
中
心
に
物
語
が
進
行
す
る
。
演
劇
と
い
う
舞
台
芸
術
に

即
し
た
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
木
下

訳
「
藤
戸
」
の
よ
う
な
違
和
感
が
発
生
し
な
い
の
は
、
別
役
訳

で
は
換
骨
奪
胎
と
言
え
る
ほ
ど
古
文
の
文
体
が
完
全
に
取
り
払

わ
れ
、
代
わ
り
に
別
役
戯
曲
に
顕
著
な
―
不
条
理
演
劇
の
影
響

を
受
け
な
が
ら
も
小
市
民
の
日
常
を
淡
々
と
描
こ
う
と
す
る
―

独
自
の
文
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戯
曲
形
式
で

翻
訳
さ
れ
た
作
品
は
２
つ
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
俊
寛
」
を
取

り
上
げ
る
。
別
役
訳
「
俊
寛
」
は
上
演
に
も
か
け
ら
れ
て
お
り
、

１
９
９
３
年
８
月
31
日
に
狂
言
方
能
楽
師
の
野
村
万
作
が
『
伝

統
の
現
在
Ⅲ
・
別
役
実
の
「
俊
寛
」』
と
題
し
国
立
能
楽
堂
で
上

演
し
て
い
る
。
出
演
者
は
万
作
の
他
、
野
村
武
司
（
萬
斎
）、
石

田
幸
雄
、
野
村
万
之
介
、
月
崎
晴
夫
と
い
ず
れ
も
和
泉
流
の
狂

言
方
で
袴
能
の
様
式
で
上
演
さ
れ
て
い
る
           9 

。
狂
言
の
「
語
り
」

の
技
法
を
軸
に
お
い
て
上
演
さ
れ
た
も
の
で
、
現
代
語
訳
さ
れ

た
能
作
品
を
上
演
し
た
貴
重
な
実
践
例
で
あ
る
。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
の
登
場
人
物
は
俊
寛
、
平
判
官
入
道
康
頼
、

丹
波
の
少
将
成
経
、
使
い
の
者
、
従
者
の
計
５
名
で
あ
り
、
地

謡
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
役
割
を
持
っ
た
人
物
や
集
団
は
設

定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
海
辺
に
使
い
の
者
と
従
者
が
登
場
し
、
平
清
盛
の
命
令

で
鬼
界
ヶ
島
に
向
か
う
こ
と
を
述
べ
る
。
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原
文
を
引
く
ま
で
も
な
く
原
曲
と
の
文
体
の
相
違
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
能
で
は
ワ
キ
が
見
物
人
に

対
し
て
挨
拶
を
す
る
く
だ
り
は
な
い
が
翻
訳
で
は
第
４
の
壁
を

中
心
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
を
は
っ
き
り
否
定
す
る
よ
う
な

セ
リ
フ
が
付
け
足
さ
れ
、
別
役
の
演
劇
観
に
則
っ
て
本
作
品
が

再
解
釈
に
近
い
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
        11 

。

　

使
い
の
者
は
続
け
て
小
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
が
、
作
り
物
の

小
舟
が
用
意
さ
れ
る
能
と
違
い
別
役
訳
「
俊
寛
」
で
は
大
道
具

使
い
の
者

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
平
清
盛
さ
ま
の
使
い

の
者
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
従
者
で
す
。（
従

者
に
）
お
い
、
あ
い
さ
つ
し
な
さ
い
。

従
者

こ
ん
に
ち
は
、
従
者
で
す
。

使
い
の
者

本
日
は
平
清
盛
さ
ま
の
ご
命
令
で
、
鬼
界
ヶ
島
に
流
さ
れ

て
い
る
流
人
た
ち
に
、
都
に
帰
る
お
ゆ
る
し
が
出
た
こ
と

を
、
伝
え
に
ま
い
り
ま
す
        10 

。

成
経

な
ん
で
あ
ん
な
や
つ
と
い
っ
し
ょ
に
流
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
…
？

康
頼

罰
だ
よ
、
清
盛
は
、
島
へ
流
す
だ
け
じ
ゃ
わ
た
し
た
ち
を

苦
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
あ
あ
い

う
い
や
な
男
を
く
っ
つ
け
て
き
た
ん
だ
。

の
類
は
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、従
者
が
手
に
す
る
「
舟
を
こ
ぐ
櫂
」

と
い
う
小
道
具
と
登
場
人
物
の
身
体
性
で
小
舟
に
乗
る
シ
ー
ン

を
表
現
し
て
い
る
。
能
で
は
ワ
キ
方
は
動
か
ず
、
櫂
を
持
つ
狂

言
方
が
手
を
動
か
す
こ
と
で
小
舟
が
進
む
様
子
を
描
く
が
、
別

役
訳
で
は
狂
言
方
に
相
当
す
る
従
者
だ
け
で
は
な
く
ワ
キ
方
に

相
当
す
る
使
い
の
者
も
波
に
揺
ら
れ
る
動
き
（「
ゆ
れ
る
」）
を

と
る
よ
う
に
ト
書
き
で
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　

使
い
の
者
と
従
者
が
「
ゆ
れ
な
が
ら
去
る
」
と
、
成
経
と
康

頼
が
髪
を
伸
ば
し
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
服
を
着
た
状
態
で
登
場
す
る
。

２
人
は
俊
寛
に
対
す
る
不
満
を
言
い
合
い
俊
寛
と
と
も
に
流
さ

れ
た
こ
と
に
関
し
て
こ
う
述
べ
る
。
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成
経

な
る
ほ
ど
、
罰
か
、
あ
い
つ
は
…
。
し
か
し
、
た
し
か
に

あ
い
つ
は
う
る
さ
い
や
つ
だ
が
、
い
な
い
と
な
る
と
、
な

ん
と
な
く
さ
び
し
く
も
な
る
な
        12 

。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
に
特
徴
的
な
の
は

環
境
に
対
す
る
明
確
な
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
点
で
、
俊
寛
も

ま
た
最
後
に
は
激
情
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
場
所
か

ら
逃
避
し
た
い
と
い
う
心
境
を
率
直
に
吐
露
す
る
。
能
「
俊
寛
」

に
登
場
す
る
俊
寛
は
流
人
の
生
活
に
打
ち
沈
む
日
々
を
送
り
な

が
ら
も
、
共
に
流
さ
れ
た
成
経
・
康
頼
と
の
関
係
性
は
良
好
で
、

都
を
懐
か
し
ん
で
水
を
酒
に
な
ぞ
ら
え
て
共
に
酌
み
交
わ
す
な

ど
悲
惨
で
あ
り
な
が
ら
些
少
の
ゆ
と
り
を
垣
間
見
せ
る
。
別
役

訳
「
俊
寛
」
で
は
、
俊
寛
ら
は
決
し
て
風
雅
を
楽
し
む
た
め
に

水
を
酒
と
思
っ
て
飲
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
鬼
界
ヶ
島
に
流

さ
れ
て
い
る
現
実
か
ら
逃
避
す
る
た
め
に
水
を
酒
と
偽
っ
て
飲

む
の
で
あ
る
。
成
経
と
康
頼
は
俊
寛
を
嫌
っ
て
お
り
、
文
楽
・

歌
舞
伎
の
「
平
家
女
護
島
」
が
描
く
擬
似
家
族
の
よ
う
な
安
ら

ぎ
は
な
い
。
そ
し
て
俊
寛
が
こ
の
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す

れ
ば
す
る
程
、
赦
免
状
に
彼
の
名
前
だ
け
が
な
い
と
い
う
不
条

理
な
運
命
が
俊
寛
を
絶
望
の
淵
に
投
げ
込
む
の
で
あ
る
。

　

能
「
俊
寛
」
に
は
舞
が
な
く
、
抑
制
さ
れ
た
動
き
と
謡
が
張

り
詰
め
た
緊
張
感
を
醸
し
出
し
な
が
ら
孤
島
に
流
さ
れ
た
絶
望

感
を
淡
々
か
つ
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
が
、
別
役
訳
「
俊
寛
」

で
は
謡
と
型
が
な
い
代
わ
り
に
非
合
理
的
な
状
況
に
疑
念
を
持

つ
こ
と
な
く
会
話
を
続
け
る
別
役
実
の
文
体
が
異
様
な
緊
張
感

を
劇
全
体
に
も
た
ら
し
て
い
る
。
能
で
は
小
舟
の
と
も
づ
な
を

切
る
と
こ
ろ
で
俊
寛
が
尻
餅
を
つ
き
（
安
座
）、
大
き
な
音
を
立

て
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
舞
台
上
の
登
場
人
物
た
ち
が
音
（
足

拍
子
等
）
を
立
て
る
こ
と
は
な
く
静
け
さ
が
能
舞
台
を
支
配
す

る
。
小
舟
の
と
も
づ
な
が
切
ら
れ
た
こ
と
は
帰
郷
す
る
望
み
の

綱
が
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
俊
寛
は
じ
っ
と

舞
台
上
に
佇
み
、
そ
の
悲
し
み
を
叫
び
声
や
体
の
震
え
と
い
っ

た
形
で
外
へ
吐
露
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
で
は
末
尾
の
流
れ
が
や
や
異
な
り
、
使
い

の
者
が
従
者
に
命
じ
て
小
舟
を
出
す
と
４
人
は
ゆ
っ
く
り
出
て

ゆ
く
。
俊
寛
の
悲
痛
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
の
ち
、
ト
書
き
で
は
「
波

打
ち
ぎ
わ
で
、
手
を
す
り
あ
わ
せ
、
じ
だ
ん
だ
を
ふ
ん
で
、
遠



57

謡曲の現代語翻訳とその上演意義について

成
経

ほ
ん
と
う
に
酒
か
…
？

俊
寛

ざ
か
る
舟
に
呼
び
か
け
つ
つ
…
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
        13 

。
能
で

は
成
経
ら
が
乗
っ
た
小
舟
が
消
え
て
い
く
様
子
が
末
尾
で
描
写

さ
れ
、
俊
寛
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
と
っ
た
か
は
一
切
書
か
れ

て
い
な
い
。
別
役
が
シ
ー
ン
を
付
け
足
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

ら
の
付
け
足
し
は
読
ん
で
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
と

い
う
よ
り
、
演
劇
と
し
て
上
演
す
る
た
め
の
演
出
プ
ラ
ン
と
い

え
る
。
ト
書
き
は
い
ず
れ
も
具
体
的
で
情
景
の
描
写
で
は
な
く

舞
台
上
で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
の
か
具
体
的
に
記
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
別
役
訳
「
俊
寛
」
は
上
演
を
前
提
と
し
た
戯

曲
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
能
を
戯
曲
と
し
て
現
代

化
し
た
と
理
解
す
る
場
合
、
１
つ
問
題
が
残
る
。
そ
の
特
徴
的

な
文
体
で
あ
る
。
例
え
ば
、
俊
寛
が
舞
台
に
登
場
し
酒
と
偽
っ

て
水
を
飲
む
よ
う
に
成
経
と
康
頼
を
誘
う
シ
ー
ン
で
は
以
下
の

よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

お
ま
え
た
ち
は
、
水
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
…
？

じ
ゃ
、
飲
む
な
。
わ
た
し
が
ひ
と
り
で
…
。（
と
水
桶
を
持

ち
上
げ
る
。）

康
頼

ち
ょ
っ
と
、
待
て
。（
と
、
あ
わ
て
て
近
づ
き
、
水
桶
に
指

を
入
れ
、
そ
れ
を
な
め
て
み
る
。）

成
経

ど
う
だ
…
？

康
頼

水
だ
よ
。

成
経

や
っ
ぱ
り
な
。

俊
寛

そ
れ
じ
ゃ
、
い
い
ん
だ
な
、
わ
た
し
が
ひ
と
り
で
飲
ん
で

し
ま
っ
て
も
…
？

成
経

待
て
。（
と
、
近
づ
き
、
水
桶
に
指
を
い
れ
て
な
め
て
み
る
。）

康
頼

水
だ
ろ
…
？
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成
経

う
ん
…
。
水
だ
な
あ
。

俊
寛

そ
れ
は
お
ま
え
た
ち
が
、
水
だ
と
思
っ
て
飲
む
か
ら
だ
。

ほ
ん
と
う
に
酒
だ
と
思
っ
て
飲
め
ば
（
と
、
飲
ん
で
見
せ
）

こ
の
と
お
り
、
こ
れ
が
酒
に
な
る
。

康
頼

酒
だ
と
思
っ
て
ね
。（
も
う
一
度
な
め
て
み
る
）

成
経

ど
う
だ
…
？

康
頼

水
だ
よ
。
酒
だ
と
思
っ
て
な
め
て
も
        14 

。

　

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
こ
れ
は
○
○
か
い
…
？
」「
そ
う

だ
よ
、
〇
〇
だ
よ
…
」
と
い
う
や
り
と
り
、
あ
る
い
は
「
○
〇

だ
と
思
っ
て
飲
め
ば
、
〇
〇
に
な
る
」
と
い
っ
た
認
識
対
象
へ

の
執
拗
な
疑
い
は
、
別
役
の
ほ
か
の
戯
曲
に
も
よ
く
使
用
さ
れ

て
い
る
        15 

。
別
役
の
よ
う
に
ほ
か
の
演
劇
作
品
に
使
用
し
て
い
る

文
体
を
援
用
し
た
場
合
、
文
体
は
変
わ
ら
ず
設
定
と
単
語
だ
け

　
　
　

第
一
節　

上
演
ま
で
の
経
緯

　

東
京
・
杉
並
区
の
公
共
劇
場
で
あ
る
座
・
高
円
寺
に
付
属
す

る
演
劇
の
養
成
所
「
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
」
は
２
年
制
の
養

成
所
で
、
１
年
目
の
期
末
に
生
徒
を
中
心
と
し
た
自
主
発
表
会

が
開
催
さ
れ
る
。
２
０
１
９
年
度
の
後
期
成
果
発
表
会
で
は
３

第
二
章

　
　劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
後
期

成
果
発
表
会
に
お
け
る
試
み

を
コ
ス
プ
レ
の
よ
う
に
入
れ
替
え
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け

る
。
別
役
実
の
翻
訳
は
そ
の
文
体
だ
け
で
は
な
く
物
語
展
開
も

原
曲
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
空
間
性
や
身
体
性
で
能
の
要
素

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
な
け
れ
ば
、
能
を
翻
訳
し
た
意

義
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
野
村
万
作
は

袴
能
の
様
式
で
本
作
品
を
上
演
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ

稿
を
改
め
て
上
演
分
析
を
行
い
た
い
。
本
稿
で
は
、
別
役
と
同

じ
く
特
徴
的
な
文
体
を
駆
使
す
る
劇
作
家
・
岡
田
利
規
が
翻
訳

し
た
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
の
試
み
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
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謡曲の現代語翻訳とその上演意義について

名
の
俳
優
と
１
名
の
演
出
家
に
加
え
、
当
時
養
成
所
に
在
籍
し

て
い
た
本
稿
執
筆
者
が
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
を
担
当
し
、
岡
田
利

規
が
現
代
語
に
翻
訳
し
た
「
卒
都
婆
小
町
」
の
上
演
を
試
み
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
後
期
成
果
発
表
会
は
延
期
さ
れ
、
上

演
は
最
終
的
に
断
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
稽
古
は
本
番
日

ま
で
残
り
１
週
間
程
度
の
段
階
ま
で
進
ん
で
お
り
、
一
連
の
作

業
を
振
り
返
る
こ
と
で
能
の
現
代
語
訳
上
演
の
意
義
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

後
期
成
果
発
表
会
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
会
に
お
い
て
、
本

稿
執
筆
者
は
岡
田
が
訳
し
た
狂
言
「
木
六
駄
」
の
上
演
プ
ラ
ン

を
提
出
し
た
。
当
時
提
出
し
た
プ
レ
ゼ
ン
原
稿
に
は
こ
う
あ
る
。

　

狂
言
を
選
ん
だ
理
由
は
、
会
話
劇
と
い
う
構
造
を
持
つ
狂
言

の
テ
ク
ス
ト
を
現
代
劇
の
手
法
と
演
技
術
を
用
い
て
上
演
す
る

こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
能
の

上
演
様
式
を
保
持
し
た
ま
ま
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す

る
と
な
る
と
、
台
本
の
修
正
や
衣
装
・
小
道
具
の
選
定
な
ど
演

出
家
が
作
成
す
る
演
出
プ
ラ
ン
が
上
演
の
成
否
に
直
接
関
わ
っ

ま
ず
１
点
目
、
能
の
３
作
は
翻
案
で
は
な
く
厳
密
な
翻

訳
で
あ
り
、
能
の
構
成
が
厳
密
に
保
存
さ
れ
、
小
道
具

も
装
束
も
原
作
通
り
の
も
の
が
ト
書
き
に
反
映
さ
れ
て

い
る
（
例
え
ば
松
風
で
は
狩
衣
・
汐
汲
み
車
・
烏
帽
子
、

卒
都
婆
小
町
で
は
床
几
・
傘
、
邯
鄲
で
は
ご
丁
寧
に
引
っ

立
て
大
宮
・
唐
の
時
代
の
団
扇
が
指
定
さ
れ
て
い
る
）。

セ
リ
フ
も
地
謡
を
中
心
に
漢
語
や
特
定
の
地
名
が
多
く

使
わ
れ
、
役
者
の
演
技
以
外
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
数
多
く
、
荷
が
重
い
と
判
断
し
た
。
２
つ

目
の
理
由
。
狂
言
は
台
詞
劇
と
し
て
多
少
現
代
演
劇
と

の
近
さ
を
持
っ
て
い
る
が
、
特
に
「
木
六
駄
」
は
岡
田

の
訳
に
よ
っ
て
、
上
演
に
適
し
た
台
本
と
し
て
再
誕
生

し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
金
津
」
は
俳
優
の

必
要
人
数
が
５
人
と
多
く
、「
月
見
座
頭
」
は
障
害
者
が

テ
ー
マ
で
今
の
自
分
達
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
。「
木

六
駄
」
は
岡
田
に
よ
っ
て
本
来
古
文
が
有
し
て
い
る
小

難
し
さ
が
徹
底
し
て
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
が
多
く
会
話
の
中
で
現
代
語
の
軽
妙
さ
が
見
事
に
描

か
れ
て
い
る
。
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て
く
る
。
役
者
の
演
技
、
戯
曲
の
解
釈
の
自
由
度
が
高
く
な
る

の
は
「
木
六
駄
」
の
よ
う
な
狂
言
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
判
断
し
た

わ
け
だ
が
、
観
客
に
と
っ
て
の
「
翻
訳
さ
れ
た
狂
言
を
上
演
す

る
意
義
」
を
追
求
す
る
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
稽
古
発
表
の

テ
ク
ス
ト
と
し
て
岡
田
訳
「
木
六
駄
」
を
扱
お
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
養
成
所
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ

る
佐
藤
信
は
能
や
狂
言
を
翻
訳
上
演
す
る
こ
と
の
意
義
と
必
要

性
に
つ
い
て
問
い
、「
狂
言
は
原
語
の
ま
ま
で
も
十
分
現
代
の
観

客
に
面
白
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
能
を
原
語
の
ま
ま

理
解
す
る
こ
と
は
現
代
の
観
客
に
と
っ
て
は
難
し
い
。
能
を
現

代
の
観
客
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
翻
訳
し
上
演
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
翻
訳
上
演
の
意
義
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
」と
指
摘
し
た
。
養
成
所
で
の
発
表
上
演
と
は
い
え
、

自
身
の
技
量
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
時
間
と
し
て
で
は
な
く
観

客
に
と
っ
て
の
上
演
意
義
を
考
え
作
品
を
選
ぶ
べ
き
と
の
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
の
助
言
を
受
け
、
本
稿
執
筆
者
は
方
針
を
変
更
し
て

岡
田
利
規
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
を
上
演
戯
曲
と
し
て
後
期
成
果

発
表
会
に
提
出
し
た
。

　

岡
田
が
戯
曲
と
し
て
訳
し
た
能
の
テ
ク
ス
ト
は
全
部
で
３
つ

あ
る
。「
邯
鄲
」
と
「
松
風
」、「
卒
都
婆
小
町
」
で
あ
る
。「
邯
鄲
」

を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
照
明
変
化
や
回
り
舞
台
と
い
っ
た
舞
台

機
構
に
よ
る
場
面
転
換
を
行
わ
ず
、
シ
テ
方
の
役
者
が
一
畳
台

に
乗
っ
た
ま
ま
場
面
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
能
独
自
の
演
出
手

法
が
極
め
て
優
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
演
出
プ
ラ
ン
が
提

出
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。「
松
風
」
は
若
い
女
性
の
役
を

男
性
の
役
者
が
声
を
変
え
ず
に
表
現
す
る
と
い
う
能
独
自
の
演

出
効
果
が
際
立
っ
た
作
品
で
、
男
性
で
高
齢
の
能
楽
師
が
女
性

の
役
に
扮
し
そ
の
女
性
の
若
さ
や
艶
か
し
さ
を
舞
台
上
で
表
現

で
き
て
い
る
以
上
、
養
成
所
で
の
成
果
発
表
作
品
と
し
て
女
性

俳
優
を
用
い
て
本
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
た
。

　
「
卒
都
婆
小
町
」
は
、
小
野
小
町
と
高
野
山
の
僧
侶
と
の
間
で

救
済
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
卒
都
婆
問
答
と
よ
ば
れ

る
く
だ
り
が
あ
り
、
役
と
役
の
間
で
対
立
が
生
じ
る
西
洋
演
劇

と
構
図
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
能
に
は
な
い
解
釈
や
演
出
が
採

用
で
き
る
可
能
性
を
見
出
し
、最
終
的
に
俳
優
３
名
、演
出
１
名
、

ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
１
名
の
体
制
で
「
卒
都
婆
小
町
」
を
上
演
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
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謡曲の現代語翻訳とその上演意義について

文
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
言
語
は
異
な
る
も
の
の
翻
訳

に
際
し
て
の
留
意
点
や
翻
訳
を
行
う
意
義
な
ど
、
様
々
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
た
。
及
川
に
よ
れ
ば
、
英
語
に
翻
訳
し
た
ウ
ェ
ー

リ
ー
訳
の
特
徴
は
「
一
貫
し
た
彼
独
自
の
テ
ー
マ
を
見
出
し
、

そ
の
テ
ー
マ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
あ
る
《
救
い
》

の
テ
ー
マ
を
一
層
劇
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
た
め

に
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
底
本
は
仮
に
下
掛
版
を
用
い
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
必
要
に
応
じ
て
金
春
、
喜
多
、
あ
る
い
は
下
掛
の
中
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
な
ど
か
ら
数
行
を
借
り
、
そ
れ
で
も
不
十
分
で
あ
れ

ば
自
ら
作
っ
た
文
章
を
挿
入
し
さ
え
す
る
」
点
に
あ
る
。
シ
ー

ン
や
セ
リ
フ
の
追
加
は
別
役
実
の
翻
訳
に
も
見
ら
れ
る
特
徴

で
、
本
上
演
に
お
い
て
も
演
出
家
に
よ
っ
て
シ
ー
ン
の
追
加
が

試
み
ら
れ
た
。
一
方
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た
ペ
リ
ー
は
「
文

字
通
り
の
翻
訳
と
研
究
の
作
業
に
終
始
し
て
お
り
、
登
場
人
物

の
名
も
出
さ
ずW

aki,W
akizure(Tsure),Shite

と
し
た
ま
ま
で

あ
る
。
ト
書
き
も
原
文
（
金
春
版
）
に
指
定
さ
れ
た
通
り
す
べ

て
訳
出
し
て
」
い
る
。
ペ
リ
ー
は
意
味
が
簡
略
化
さ
れ
た
箇
所

や
日
本
語
の
表
現
と
し
て
難
解
な
部
分
に
註
を
つ
け
た
り
し
て

い
る
が
、
岡
田
訳
で
は
そ
う
し
た
工
夫
は
見
ら
れ
な
い
。
別
役

　
　
　

第
二
節　

稽
古
に
お
け
る
作
業

　
「
卒
都
婆
小
町
」
の
現
代
語
訳
上
演
を
す
る
に
あ
た
り
ド
ラ
マ

ト
ゥ
ル
ク
と
い
う
職
分
を
用
意
し
た
主
な
理
由
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
古
典
芸
能
の
テ
ク
ス
ト
に
は
異
同
の
問
題
が
あ
り
、

「
卒
都
婆
小
町
」
の
場
合
は
観
阿
弥
と
息
子
の
世
阿
弥
両
者
の
手

が
加
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
観

阿
弥
の
作
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
世
阿
弥
の
作
か
と
い
う

区
別
が
難
し
く
、
現
代
戯
曲
の
上
演
に
際
し
て
し
ば
し
ば
行
わ

れ
る
作
者
の
意
図
の
推
定
が
困
難
で
あ
る
。
上
演
に
お
い
て
ド

ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
が
担
当
し
た
仕
事
は
資
料
の
収
集
と
原
文
の
説

明
、
原
文
と
現
代
語
訳
の
相
違
点
の
指
摘
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ

た
。
収
集
し
た
資
料
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
謡
曲
の
翻
訳
に
つ
い
て
の
参
考
資
料
と
し
て

を
参
照
し
た
。
及
川
は
卒
都
婆
小
町
を
翻
訳
し
た
エ
ズ
ラ
・
パ

ウ
ン
ド
、
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
ー
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
訳

及
川
茂
「
三
人
の
小
町
―
パ
ウ
ン
ド
、
ペ
リ
、
ウ
ェ
ー
リ
ー

に
よ
る
謡
曲
『
卒
都
婆
小
町
』
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
比
較

文
學
研
究
』
二
十
七
号
、
１
９
７
５
年
。

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
。

・・
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が
劇
中
に
目
覚
ま
し
時
計
を
持
ち
込
む
こ
と
を
全
く
躊
躇
わ
な

か
っ
た
の
と
異
な
り
、
岡
田
訳
で
は
原
文
に
な
い
単
語
や
シ
ー

ン
を
足
す
こ
と
は
一
切
し
て
い
な
い
。
翻
訳
と
し
て
は
問
題
な

い
が
戯
曲
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
セ
リ
フ
が
明
確
に
表
現
し
て

い
な
い
空
白
の
部
分
を
役
者
が
理
解
し
た
う
え
で
そ
の
空
白
を

埋
め
る
表
現
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
空
白
を
埋
め
る
に
は

別
役
や
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
よ
う
に
言
葉
を
補
う
必
要
は
な
く
、
身

体
性
や
他
の
俳
優
と
の
関
係
性
を
駆
使
し
て
空
白
部
分
を
埋
め

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
訓
練
中
の
俳
優
が
短
期
間
で
稽
古

を
行
う
養
成
所
の
成
果
発
表
会
で
は
こ
の
作
業
が
困
難
で
あ
り
、

演
出
家
に
よ
る
シ
ー
ン
の
追
加
が
求
め
ら
れ
た
。
原
文
に
書
か

れ
て
い
な
い
余
白
を
ど
う
埋
め
る
の
か
、「
卒
都
婆
小
町
」
の
背

景
と
周
辺
を
理
解
す
る
た
め
に
以
下
の
資
料
に
あ
た
っ
た
。
参

照
順
に
列
挙
す
る
。

小
田
幸
子
「
小
野
小
町
変
貌
―
説
話
か
ら
能
へ
―
」『
日
本
文

学
誌
要
』
八
四
号
、
２
０
１
１
年
。

内
山
美
樹
子
「『
通
小
町
』
と
毛
越
寺
延
年
『
卒
都
婆
小
町
』」

『
演
劇
学
』
三
十
三
号
、
１
９
９
２
年
。

竹
本
幹
夫
「〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
復
元
に
つ
い
て
」『
観
世
』

・・・

七
十
号
、
２
０
０
３
年
。

山
本
順
之
「
秀
吉
が
見
た
〈
卒
都
婆
小
町
〉
を
演
じ
て
」『
楽

劇
学
』
十
一
号
、
２
０
０
４
年
。

伊
藤
正
義
「
作
品
研
究
『
卒
都
婆
小
町
』」『
伊
藤
正
義
中
世

文
華
論
集　

第
一
巻
』
和
泉
書
院
、
２
０
１
２
年
。

小
峰
彌
彦
「
日
本
人
の
精
神
文
化
と
仏
教
―
卒
都
婆
小
町
を

め
ぐ
っ
て
―
」『
智
山
学
報
』
五
六
巻
、
２
０
０
７
年
。

黒
岩
涙
香
『
小
野
小
町
論
』
文
元
社
、
２
０
０
４
年
。

栃
尾
武
校
注
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書

：

小
野
小
町
物
語
』
岩

波
文
庫
、
１
９
９
４
年
。

片
桐
洋
一
『
小
野
小
町
追
跡

：

小
町
集
に
よ
る
小
町
説
話
の

研
究
』
笠
間
書
院
、
２
０
１
５
年
。

天
野
文
雄
『
能
楽
名
作
選

：

原
文　

現
代
語
訳
上
』

K
AD

O
K

AW
A

、
２
０
１
７
年
。

梅
原
猛
『
梅
原
猛
の
授
業　

能
を
観
る
』
朝
日
新
聞
出
版
、

２
０
１
９
年
。

多
田
富
雄
『
能
の
見
え
る
風
景
』
藤
原
書
店
、
２
０
０
７
年
。

安
田
登『
異
界
を
旅
す
る
能

：

ワ
キ
と
い
う
存
在
』筑
摩
書
房
、

２
０
１
１
年
。

・・・・・・・・・・
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能
の
「
卒
都
婆
小
町
」
は
、
道
行
の
途
中
で
ワ
キ
と
シ
テ
が

繰
り
広
げ
る
卒
都
婆
問
答
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
読
解
す
る
上

で
の
１
つ
の
カ
ギ
と
な
る
。
作
品
の
重
点
は
卒
都
婆
問
答
に
あ

る
と
主
張
す
る
梅
原
猛
に
対
し
て
、
小
田
幸
子
は
作
品
の
主
眼

は
あ
く
ま
で
小
町
に
あ
り
、
小
町
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
女
性

の
様
々
な
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
卒
都
婆
問
答
は

あ
く
ま
で
小
町
の
大
胆
さ
、
聡
明
さ
を
表
す
シ
ー
ン
に
過
ぎ
な

い
と
主
張
す
る
。
梅
原
に
近
い
意
見
と
し
て
天
野
文
雄
は
卒
都

婆
問
答
に
は
禅
的
思
想
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
、
後
場
で
小
町

が
狂
気
に
か
ら
れ
る
シ
ー
ン
は
決
し
て
前
場
と
矛
盾
し
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
観
点
に
た
て
ば
小
町
に
と
っ

・・・・
野
上
豊
一
郎
『
謡
曲
全
集

：

解
註　

巻
3
』
中
央
公
論
新
社
、

２
０
０
１
年
。

小
山
弘
志
、
佐
藤
喜
久
雄
、
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
『
謡
曲

集 

2
』
小
学
館
、
１
９
７
５
年
。

佐
竹
昭
広
ほ
か
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

57
』
岩
波
書
店
、

１
９
９
８
年
。

伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集 
中
』
新
潮
社
、
２
０
１
５
年
。

て
は
煩
悩
そ
の
も
の
と
い
え
る
深
草
少
将
の
憑
依
も
「
即
菩
提
」

と
な
る
わ
け
で
、
２
つ
の
見
せ
場
は
終
始
一
貫
し
て
「
煩
悩
即

菩
提
」
の
主
題
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
。

　

上
記
の
論
文
を
参
照
し
た
後
、
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
「
小

町
に
論
破
さ
れ
た
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
は
急
速
に
存
在
感
を
失
う

も
の
の
、
論
破
さ
れ
た
瞬
間
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
僧
侶
ら

に
起
き
た
と
考
え
る
の
な
ら
、
そ
の
姿
を
描
く
こ
と
で
人
間
に

と
っ
て
思
想
や
信
仰
が
い
か
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か

を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
断
し
、
梅
原
及
び
天
野
の

解
釈
に
従
っ
て
卒
都
婆
問
答
を
本
作
品
の
主
眼
と
解
釈
し
て
作

品
を
作
る
こ
と
を
薦
め
た
が
、
俳
優
た
ち
の
意
見
は
小
町
の
様
々

な
面
を
描
い
た
も
の
と
し
て
「
卒
都
婆
小
町
」
を
理
解
す
る
の
が

も
っ
と
も
腑
に
落
ち
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
戯
曲
の
主
題
を
強

調
す
る
た
め
に
シ
ー
ン
の
追
加
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

能
で
は
小
町
が
過
去
を
回
想
す
る
も
の
の
、
舞
台
上
の
時
間

軸
が
過
去
に
飛
ぶ
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
町
の
可
憐
さ
、
真
情
、

幼
稚
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
小
町
と
深
草
少
将
の
邂
逅
を
描
い

た
シ
ー
ン
を
４
箇
所
創
作
し
本
文
中
に
挿
入
し
た
。
作
成
は
演

出
家
が
担
当
し
、
小
町
作
と
伝
わ
る
４
つ
の
和
歌
「
み
る
め
な
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き　

わ
が
み
を
う
ら
と　

知
ら
ね
ば
や　

か
れ
な
で
海
女
の　

足
た
ゆ
く
く
る
」
と
、「
ち
は
や
ふ
る　

神
も
み
ま
さ
ば　

立
ち

さ
ば
き　

天
の
と
が
は
の　

樋
口
あ
け
た
ま
え
」、「
あ
や
し
く

も　

慰
め
難
き　

心
か
な　

姥
捨
て
山
の　

月
を
見
な
く
に
」、

「
う
た
た
寝
に　

恋
し
き
人
を
み
て
し
よ
り　

夢
て
ふ
物
は　

頼

み
そ
め
て
き
」
を
引
用
し
た
シ
ー
ン
を
挿
入
し
た
。

　

但
し
、
和
歌
を
現
代
劇
の
中
に
取
り
入
れ
る
手
法
に
は
リ
ス

ク
が
あ
る
こ
と
も
稽
古
中
に
確
認
さ
れ
た
。
和
歌
を
台
詞
と
し

て
発
す
る
場
合
、
個
々
の
単
語
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
人

物
の
感
情
、
意
識
を
表
現
す
る
こ
と
が
俳
優
に
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
呪
文
を
言
っ
て

い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
和
歌
を
発
し
て
い
る
人
間
が
果
た

し
て
喜
ん
で
い
る
の
か
怒
っ
て
い
る
の
か
が
伝
わ
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
演
出
家
が
セ
リ
フ
の
速
度
、
音
の
高
低
、
間
を
調

整
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
改
善
で
き
る
が
、
和
歌
を
セ
リ
フ

と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
戯
曲
の
ト
書
き
と
セ
リ
フ
を
読

解
す
る
こ
と
で
意
味
を
理
解
し
役
作
り
を
行
う
リ
ア
リ
ズ
ム
を

中
心
と
し
た
演
技
術
を
使
う
俳
優
に
と
っ
て
は
難
度
の
高
い
作

業
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
稽
古
に
あ
た
っ
て
は
２
０
０
２
年
横
浜
能
楽
堂
で
上

演
さ
れ
た
室
町
期
の
様
式
を
反
映
し
た
能
「
卒
都
婆
小
町
」
に

関
す
る
記
録
も
参
照
し
た
。
公
演
の
記
録
映
像
か
ら
通
常
の
能

に
比
べ
て
非
常
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
メ
ロ
デ
ィ
で
謡
が
謡
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
際
節
を
五
線
譜
で
記
し
た
こ

と
を
知
り
、
後
見
と
し
て
公
演
に
参
加
し
て
い
た
観
世
流
シ
テ

方
能
楽
師
の
清
水
寛
二
氏
よ
り
五
線
譜
を
拝
借
し
、
実
際
に
使

用
し
た
も
の
を
調
査
し
た
。
謡
の
音
階
と
し
て
表
記
さ
れ
る
角
・

商
・
宮
・
羽
・
微
を
そ
れ
ぞ
れ
ソ
・
ミ
・
レ
・
シ
・
ラ
と
変
換

し
た
う
え
で
五
線
譜
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
１
音
節
ご
と
に
ド
・

レ
・
ミ
…
の
い
ず
れ
か
１
音
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
複

雑
な
メ
ロ
デ
ィ
で
は
な
い
が
、
こ
の
五
線
譜
は
能
の
原
文
に
そ

の
ま
ま
あ
て
は
め
た
も
の
で
岡
田
の
翻
訳
し
た
テ
ク
ス
ト
に
置

き
換
え
る
に
は
作
業
時
間
が
足
り
ず
、
本
上
演
で
五
線
譜
を
使

用
す
る
こ
と
は
断
念
し
た
。

　

稽
古
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
が
、
養
成
所
が
所
属
し
て
い
る

劇
場
「
座
・
高
円
寺
」
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
の
防
止

対
策
と
し
て
３
月
９
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
休
館
と
な
っ
た
こ

と
で
上
演
を
予
定
し
て
い
た
後
期
成
果
発
表
は
延
期
と
な
っ
た
。
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最
終
的
に
上
演
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
能
の
現
代

語
訳
上
演
を
行
う
上
で
解
決
す
べ
き
２
つ
の
要
素
が
確
認
で
き

た
。「
セ
リ
フ
の
メ
ロ
デ
ィ
」
の
問
題
と
「
描
写
の
省
略
」
の
問

題
で
あ
る
。

　

謡
曲
の
節
の
代
わ
り
に
、
流
行
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
を
翻
訳
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
に
援
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
流
行
歌
を

歌
う
に
は
俳
優
側
に
も
あ
る
程
度
歌
唱
に
関
す
る
技
術
が
求
め

ら
れ
る
。
本
稿
執
筆
者
を
含
め
て
同
期
の
養
成
所
生
徒
は
歌
唱

面
で
の
素
養
が
乏
し
く
流
行
歌
の
代
わ
り
に
ラ
ッ
プ
の
技
法
を

劇
中
で
使
用
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
。
ラ
ッ
プ
は
音
楽
に
比
べ

れ
ば
よ
り
セ
リ
フ
に
近
く
、
歌
唱
の
訓
練
を
十
分
に
受
け
て
い

な
い
俳
優
で
も
比
較
的
容
易
に
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
能
が
持
つ
音
楽
性
を
再
現
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

が
、
会
話
と
い
う
形
式
を
大
き
く
崩
す
こ
と
が
な
い
た
め
歌
唱

に
よ
る
表
現
を
必
須
と
し
な
い
現
代
演
劇
と
し
て
能
を
上
演
す

る
の
で
あ
れ
ば
ラ
ッ
プ
の
方
が
適
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
も
成

り
立
つ
。
原
曲
の
能
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
描
写
の
省
略
と
そ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
空
白
に
つ
い
て
は
空
白
そ
の
も
の
を
描
い

た
過
去
シ
ー
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
が
、
効
果
的
な

構
成
を
行
う
た
め
に
は
能
の
原
曲
と
の
相
違
を
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。
演
出
家
が
独
自
に
書
き
加
え
る
の
で
は
な
く
、
能
に

精
通
し
た
研
究
者
ら
を
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
加
え
、
助
言

を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
　
　

第
三
節　

結
論
及
び
今
後
の
課
題

　

こ
の
よ
う
に
、
能
の
現
代
語
訳
上
演
は
様
々
な
課
題
を
抱
え

て
い
る
も
の
の
以
下
の
よ
う
な
上
演
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
１
つ
目
に
、
能
の
鑑
賞
に
あ
た
っ
て
は
型
や
詞
章
に
関
す

る
深
い
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
観
客
側
に
求
め
ら
れ
る
が
、

翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
で
こ
う
し
た
知
識
を

持
た
な
い
若
い
世
代
の
観
客
に
も
伝
統
演
劇
で
あ
る
能
の
面
白

さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
２
つ
目
の
意
義

と
し
て
、
能
で
は
物
語
の
展
開
が
掛
詞
を
駆
使
し
た
和
歌
や
漢

代
・
唐
代
の
故
事
の
引
用
あ
る
い
は
伝
聞
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
舞
台
上
で
行
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
事
が
少
な

い
。
現
代
語
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
場
合
、
シ
ー
ン

の
挿
入
と
い
っ
た
演
出
を
採
用
す
る
こ
と
で
物
語
の
背
景
を
補

足
的
に
説
明
す
る
事
が
で
き
、
結
果
的
に
能
の
主
題
を
よ
り
明
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瞭
に
現
代
の
観
客
に
伝
え
る
事
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
新
た

な
シ
ー
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
効
果
的
な

の
か
本
上
演
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

能
の
現
代
語
訳
上
演
の
実
例
と
し
て
、岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」

の
他
に
野
村
万
作
が
演
出
し
た
別
役
訳
「
俊
寛
」
が
上
演
に
か

け
ら
れ
て
い
る
。
上
演
分
析
と
岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
と
の

比
較
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
シ
ー
ン
の
挿
入
や
ラ
ッ
プ
の
援
用

と
い
っ
た
手
法
が
ど
の
程
度
効
果
的
な
の
か
論
じ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
、「
卒
都
婆
小
町
」
を
翻
訳
し
た
岡
田
は
そ
の
後

社
会
問
題
を
能
の
様
式
で
描
い
た
「
挫
波
／
敦
賀
」
を
発
表
し

て
い
る
。
能
の
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、シ
テ
・

ワ
キ
・
ア
イ
と
い
っ
た
役
種
を
現
代
劇
の
戯
曲
に
導
入
し
て
お

り
、
能
の
現
代
化
を
試
み
る
例
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
作
品
の
上
演
分
析
を
通
し
て
、
能
の
現
代
語
訳

上
演
の
意
義
や
可
能
性
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
い
と

考
え
て
い
る
。

謝
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０
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９
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氏
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を
し
て
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た
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い
た
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和
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氏
、
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資
料
を
お
貸
し
い
た
だ
い
た
清
水
寛
二
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
ま

た
、
共
に
作
品
作
り
に
携
わ
っ
て
く
れ
た
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
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期
生
に
も
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
４
頁

岡
本
章
編
『「
現
代
能
楽
集
」
の
挑
戦　

錬
肉
工
房
１
９
７
１
―

２
０
１
７
』
論
創
社
、
２
０
１
８
年
、
４
０
８
頁

岡
本
章
編
『「
現
代
能
楽
集
」
の
挑
戦　

錬
肉
工
房
１
９
７
１
―

２
０
１
７
』
論
創
社
、
２
０
１
８
年
、
６
２
０
頁

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
４
頁

横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
下
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
３
年
、

３
４
５
頁

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
６
頁

横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
下
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
３
年
、

３
４
５
頁

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
４
頁

「「
隅
田
川
」
や
「
俊
寛
」、
別
役
実
さ
ん
が
能
を
現
代
語
で
書
い
た
本
を

土
台
に
し
て
、
能
舞
台
で
何
回
か
紋
付
袴
で
語
り
を
中
心
に
狂
言
を
や
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」（
野
村
萬
斎
、
土
屋
恵
一
郎
編
『
狂
言
三
人
三
様　

野
村
万
作
の
巻
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
３
年
、
93
頁
）

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
71
頁

例
え
ば
以
下
の
冒
頭
の
く
だ
り
で
あ
る
。

使
い
の
者

（
従
者
に
）

従
者

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
75
頁

「
待
っ
て
く
れ
…
。
私
も
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。
こ
こ
は
都
じ
ゃ
な
い
…
。

鬼
界
ヶ
島
だ
…
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
…
。
都
大
路
も
見
え
な

い
…
。
だ
れ
も
い
な
い
…
。
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。
都
へ
帰
り
た
い
…
。

わ
た
し
は
、
ほ
ん
と
う
に
都
へ
帰
り
た
い
ん
だ
…
。
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。

わ
た
し
を
、
そ
の
船
に
乗
せ
て
く
れ
…
。」

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
77
〜
78
頁

『
ピ
ン
ク
の
像
と
五
人
の
紳
士
』
で
は
以
下
の
く
だ
り
が
あ
る
。

紳
士
１　

紳
士
２　

紳
士
１　

紳
士
２　

紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

紳
士
２

　
　
｜
注
釈
｜

1234567891011

12131415

何
や
っ
て
ん
だ
…
？ 

馬
…
。

馬
…
？
そ
れ
が
か
…
？

つ
ま
り
ね
、
今
日
は
お
天
気
も
い
い
し
、
風
向
き
も
ま
あ

ま
あ
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
馬
を
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
さ
、

カ
ン
を
拾
っ
て
き
て
ひ
も
を
つ
け
て
乗
っ
て
み
た
ん
だ
が

…
。

馬
み
た
い
な
気
が
し
な
い
ん
だ
な
…
。

い
や
、
馬
み
た
い
な
気
は
す
る
ん
だ
が
、
そ
れ
に
乗
っ
て

る
み
た
い
な
気
が
し
な
い
ん
だ
…
。

い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
馬
な
ん
だ
か
ら
…
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
、
昔
、
馬
や
っ
た
時
は
ね
、
馬
み
た
い

な
気
が
し
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
馬
に
乗
っ
た
み
た
い
な
気

が
し
た
ん
だ
…
。

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
平
清
盛
さ
ま
の
使
い

の
者
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
従
者
で
す
。

お
い
、
あ
い
さ
つ
を
し
な
さ
い
。

こ
ん
に
ち
は
、
従
者
で
す
。
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紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

（
別
役
実
『
遊
園
地
の
思
想
―
別
役
実
戯
曲
集
』
三
一
書
房
、１
９
９
７
年
、

10
頁
）

だ
っ
て
、
お
前
が
馬
な
ん
だ
ろ
う
…
？

違
う
よ
、
こ
い
つ
が
馬
な
ん
だ
ろ
う
…
。

だ
っ
た
ら
、
乗
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
…
。

で
も
ね
、
カ
ン
に
乗
っ
て
る
み
た
い
な
気
が
す
る
ん
だ
…
。

や
め
ろ
…
。
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図
１　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
の
た
め
参
照
し
た
資
料
。

　
　
　

中
央
は
、
清
水
寛
二
氏
よ
り
借
用
し
た
五
線
譜
。

図
２　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
稽
古
風
景
。
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図
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謡曲の現代語翻訳とその上演意義について
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図
３　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
台
本
の
一
部
。
場
面
の
冒
頭
に
追
加
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

①

②
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謡曲の現代語翻訳とその上演意義について
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⑤
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図
４　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
台
本
の
一
部
。
グ
レ
ー
部
分
は
ラ
ッ
プ
の
技
法
で
発
声
す
る
箇
所
。

①

②






