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第一部　羽衣を題材に

〈
羽
衣
〉
は
、
い
わ
ゆ
る
三
番
目
物
に
属
す
る
能
で
あ
る
。
各
地
に
伝
わ
る
羽

衣
伝
説
を
も
と
に
し
た
作
品
で
、現
在
最
も
頻
繁
に
上
演
さ
れ
る
演
目
の
一
つ
で

あ
る
。
鑑
賞
に
供
さ
れ
る
機
会
が
多
い
こ
と
に
加
え
て
、
謡
や
舞
、
囃
子
の
伝
習

の
際
に
も
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
、能
楽
に
携
わ
る
人
な
ら
知
ら
な
い
者
は
な
い

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
。

人
気
の
割
に
、〈
羽
衣
〉
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
、
作
者
が
誰

な
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
か
つ
て
は
世
阿
弥
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
、謡
本
に
も

そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
そ
の
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
上

演
記
録
の
初
見
が
一
五
三
六
年
（
世
阿
弥
の
死
後
九
十
年
あ
ま
り
）
で
あ
り
、ま

た
室
町
中
期
の
囃
子
伝
書
に
も
こ
の
曲
の
奏
法
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
の
で
、

世
阿
弥
時
代
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
作
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、語
彙

の
選
択
や
楽
曲
構
成
の
仕
方
に
連
歌
的
な
発
想
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、連
歌

師
か
そ
の
周
辺
の
人
物
が
作
っ
た
か
、少
な
く
と
も
創
作
に
関
与
し
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

典
拠
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
天
女
が
下
界
に
舞
い
降
り
、羽
衣
を
め
ぐ
っ

て
人
間
の
男
性
と
関
わ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
日
本
各
地
に
見
出
さ
れ
る
。

し
か
し
、〈
羽
衣
〉
が
そ
の
う
ち
の
ど
れ
に
拠
っ
た
か
は
一
つ
に
は
確
定
し
難
い
。

プ
ロ
ッ
ト
の
面
で
最
も
能
に
近
い
の
は
風
土
記
逸
文
で
あ
る
が
、羽
衣
を
隠
さ
れ

た
天
女
が
下
界
に
と
ど
ま
る
な
ど
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
ズ
レ
が
あ
る
。
ま
た
、天

女
が
見
せ
た
舞
を
駿
河
舞
の
起
源
と
す
る
こ
と
は
別
の
説
話
に
拠
っ
た
ら
し
く
、

い
く
つ
か
の
系
統
の
説
を
継
ぎ
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る

の
が
妥
当
な
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
、〈
羽
衣
〉
の
人
気
は
作
ら
れ
た
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
室
町
後
期
の
上
演
記
録
を
見
る
と
、他
の
曲
よ
り
も
高
い
頻
度
で
上
演
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、江
戸
期
に
お
い
て
は
そ
こ
ま
で
の

人
気
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、高
名
な
光
悦
謡
本
や
元
和
卯
月
本
の
百

番
に
は
〈
羽
衣
〉
は
入
っ
て
い
な
い
。
鑑
賞
用
と
し
て
、
ま
た
稽
古
用
と
し
て
、

爆
発
的
な
人
気
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

あ
ら
す
じ
・
舞
台
展
開
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
ス
ト
ー
リ
ー
及
び
場
面
の
進
行
に
つ
い
て
、簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
全
体
は

大
き
く
分
け
て
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
と
み
な
せ
る
。
ま
ず
、ワ
キ
の
一
行
が
登

場
す
る
場
面
で
あ
る
。
漁
師
の
白
竜
（
ワ
キ
）
と
そ
の
一
行
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
三

保
の
松
原
に
や
っ
て
き
て
、春
の
の
ど
か
な
情
景
を
謡
う
。
そ
こ
で
白
竜
は
松
に

天
女
の
羽
衣
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、持
ち
帰
っ
て
家
の
宝
に
し
よ
う
と

す
る
。

曲
中
こ
の
部
分
だ
け
が
強
吟
で
謡
わ
れ
る
が
、
強
圧
的
・
攻
撃
的
な
感
じ
で
は

な
く
、朗
ら
か
で
明
る
い
雰
囲
気
を
表
現
す
る
。
こ
の
曲
は
「
一
声
」
の
小
段
で

始
ま
る
が
、曲
の
冒
頭
で
ワ
キ
お
よ
び
ワ
キ
ツ
レ
が
「
一
声
」
を
謡
う
の
は
非
常

に
珍
し
く
、
そ
の
意
味
で
は
異
例
の
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

続
い
て
、
天
女
が
登
場
し
、
白
竜
と
問
答
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
家
路
に
つ

こ
う
と
す
る
白
竜
を
、天
女
（
シ
テ
）
が
呼
び
止
め
る
。
天
女
は
衣
を
返
す
よ
う

求
め
る
が
、
白
竜
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
そ
れ
が
な
い
と
天
に
帰
れ
な
い
と
嘆

■

一
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入
■
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恭
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一－一、〈羽衣〉への導入（玉村）

き
、
涙
す
る
天
女
に
心
を
打
た
れ
た
白
竜
は
、
衣
を
返
す
こ
と
に
す
る
。
白
竜
が

か
わ
り
に
天
女
の
舞
を
見
せ
て
欲
し
い
と
所
望
す
る
と
、
天
女
は
承
知
し
、
羽
衣

を
受
け
取
る
。

こ
の
部
分
で
、
シ
テ
は
「
呼
び
掛
け
」
で
登
場
し
、
問
答
を
重
ね
つ
つ
舞
台
に

入
る
。
途
中
か
ら
地
謡
に
よ
る
合
唱
が
加
わ
り
、少
し
ず
つ
音
楽
的
な
厚
み
が
増

し
て
ゆ
く
。
囃
子
の
伴
奏
を
伴
わ
な
い
コ
ト
バ
（
＝
台
詞
）
が
主
体
の
、簡
素
な

作
り
の
場
面
だ
が
、白
竜
が
い
っ
た
ん
は
羽
衣
を
返
す
こ
と
を
拒
絶
す
る
も
天
女

の
嘆
く
さ
ま
に
心
を
動
か
さ
れ
た
り
、人
間
の
疑
り
深
さ
を
天
女
が
強
い
調
子
で

た
し
な
め
た
り
す
る
な
ど
、
劇
的
な
起
伏
が
あ
る
。
ま
た
、
相
手
に
視
線
を
向
け

る
、
遠
く
を
見
渡
す
、
う
つ
む
い
て
泣
く
（
シ
オ
リ
）
な
ど
、
表
意
的
な
所
作
が

多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。

最
後
が
、シ
テ
天
女
が
舞
を
見
せ
る
場
面
で
あ
る
。
羽
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
天

女
は
、袖
を
翻
し
つ
つ
優
雅
な
舞
を
舞
う
。
舞
う
う
ち
に
空
高
く
舞
い
上
が
っ
た

天
女
は
、
や
が
て
春
霞
に
ま
ぎ
れ
、
月
の
世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
。

こ
の
場
面
は
ほ
ぼ
全
編
、
地
謡
お
よ
び
囃
子
が
主
導
し
、
抒
情
的
・
音
楽
的
な

色
彩
が
強
い
。
何
度
か
の
段
落
を
挟
み
な
が
ら
、
次
第
に
速
度
が
上
が
っ
て
い

く
。
途
中
か
ら
、
大
小
鼓
と
笛
に
加
え
て
太
鼓
も
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
入
り
、
華
や

か
さ
・
高
揚
感
が
増
す
。
天
女
が
空
か
ら
地
上
に
宝
を
降
ら
す
場
面
で
曲
は
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
、
通
常
は
そ
の
ま
ま
速
度
を
落
と
す
こ
と
な
く
終
演
す
る
。

い
ま
、「
通
常
は
」
と
書
い
た
が
、能
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
、い
く
つ
か
の
「
替

え
の
演
出
」
を
持
っ
て
い
る
。
上
演
す
る
に
あ
た
っ
て
、常
と
異
な
る
演
出
が
と

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
小
書
（
こ
が
き
）」
と
し
て
示
す
の
が
慣
例
な

の
で
あ
る
。〈
羽
衣
〉
は
人
気
の
曲
だ
け
に
替
え
の
演
出
法
も
多
い
が
、
主
要
な

「
小
書
」
は
二
つ
か
三
つ
に
限
ら
れ
る
。

最
も
よ
く
目
に
す
る
「
小
書
」
は
、「
和
合
の
舞
」
で
あ
る
（
現
代
で
は
、
こ

れ
が
む
し
ろ
普
通
の
演
じ
方
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
に
頻
繁
に
上
演
さ
れ

る
）。
こ
の
演
出
で
は
、
後
半
に
二
つ
あ
る
舞
（
序
ノ
舞
と
破
ノ
舞
）
が
一
つ
に

な
り
、
舞
の
間
の
謡
は
省
略
さ
れ
る
。
破
ノ
舞
へ
と
自
然
に
接
合
す
る
よ
う
、
序

ノ
舞
後
半
の
速
度
が
常
よ
り
軽
く
な
る
。
ま
た
、「
彩
色
（
イ
ロ
エ
）」
の
小
書
も

よ
く
上
演
さ
れ
る
。
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
を
抜
い
て
見
せ
場
を
凝
縮
す
る
と
と
も

に
、
破
ノ
舞
を
、
イ
ロ
エ
と
い
う
拍
節
感
の
弱
い
舞
事
に
替
え
る
。
序
ノ
舞
の
後

半
で
笛
の
調
子
が
高
い
盤
渉
調
に
な
っ
た
り
、
キ
リ
の
部
分
で
打
楽
器
が
「
流

し
」
の
手
を
打
つ
な
ど
、
囃
子
の
手
組
み
が
変
わ
る
こ
と
も
多
い
。「
舞
込
」
は

シ
テ
の
所
作
に
関
わ
る
小
書
で
、通
常
は
舞
台
の
上
で
留
拍
子
を
踏
ん
で
終
曲
に

な
る
と
こ
ろ
を
、
キ
リ
の
謡
に
合
わ
せ
て
シ
テ
が
幕
に
入
っ
て
し
ま
い
、
ワ
キ
が

そ
れ
を
舞
台
で
見
送
る
。
末
尾
の
文
句
「
霞
に
紛
れ
て
失
せ
に
け
り
」
を
強
調
す

る
形
の
演
出
で
あ
る
。

一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
能
は
現
在
、
中
学
校
の
音
楽
科
、
お

よ
び
高
等
学
校
の
芸
術
科
音
楽
の
教
科
書
に
記
載
さ
れ
、学
校
の
音
楽
の
授
業
で

積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
前
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂

（
平
成
二
〇
年
）
の
際
に
、
中
学
校
の
教
科
書
の
内
容
が
大
き
く
変
わ
り
、
能
を

大
々
的
に
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
は
、二
社
あ
る
音
楽
の
教
科
書
が

と
も
に
〈
羽
衣
〉
を
参
考
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
詳
細
な
解
説
と
楽
譜
、
活
動

例
を
掲
載
し
た
。
こ
の
措
置
は
、
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

と
い
う
の
も
、〈
羽
衣
〉
は
様
々
な
点
で
「
入
門
」
に
ふ
さ
わ
し
い
要
素
を
持
っ

て
お
り
、実
際
に
入
門
曲
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
か
ら
だ
（
今

次
の
教
科
書
改
訂
で
、一
社
は
〈
羽
衣
〉
を
や
め
て
〈
敦
盛
〉
に
替
え
て
し
ま
っ

た
が
）。

例
え
ば
、〈
羽
衣
〉
の
謡
は
、
フ
シ
と
コ
ト
バ
、
強
吟
と
弱
吟
、
平
ノ
リ
と
大

ノ
リ
、
拍
子
不
合
と
拍
子
合
の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
。
舞
・
所
作
に
関
し
て

も
、
表
意
的
・
演
劇
的
な
所
作
と
抽
象
的
・
舞
踊
的
な
所
作
、
振
り
の
大
き
い
動

き
と
小
さ
い
動
き
が
、と
も
に
演
じ
ら
れ
る
（
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
れ
ぞ
れ
後

者
の
比
重
が
高
い
が
、
そ
の
こ
と
も
能
の
特
徴
に
即
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
囃

子
に
つ
い
て
も
、
四
種
類
全
部
の
楽
器
が
用
い
ら
れ
、
謡
に
付
き
従
っ
て
い
わ
ば
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ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
下
か
ら
支
え
る
と
こ
ろ
と
、囃
子
が
主
導
権
を
握
っ
て
舞
台
展

開
を
先
導
す
る
と
こ
ろ
の
、
両
様
が
見
い
だ
せ
る
。

そ
れ
で
い
て
、〈
羽
衣
〉
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
の
雑
多
な
集
積
に
堕
し
て
い

な
い
。
謡
の
旋
律
進
行
や
段
落
の
構
成
、
曲
の
展
開
は
、
能
と
し
て
の
「
標
準
的

な
あ
り
方
」
に
程
よ
く
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
舞
・
所
作
も
、
ほ
ぼ
基
本
的
な
型

（
構
エ
・
運
ビ
、
サ
シ
コ
ミ
・
開
キ
、
角
ト
リ
、
招
キ
扇
等
）
だ
け
で
構
成
さ
れ
、

「
能
ら
し
さ
」
の
枠
組
み
を
は
ず
す
こ
と
が
な
い
。
囃
子
も
、
基
本
的
な
進
行
の

パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
、ほ
ぼ
そ
れ
だ
け
で
一
曲
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
喩
え
る
な

ら
ば
、ス
リ
ー
コ
ー
ド
と
最
低
限
の
転
調
だ
け
で
長
大
な
交
響
曲
を
構
成
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
（
こ
こ
で
い
う
「
完
成
」
は
、単
に
完
結
し
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
高
い
完
成
度
を
達
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。

〈
羽
衣
〉に
は
能
の
す
べ
て
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
一
曲
を
研
究
す
れ
ば
、

コ
ン
パ
ク
ト
に
「
能
の
基
本
」
が
押
さ
え
ら
れ
、
か
つ
、
能
の
表
現
の
お
お
よ
そ

の
全
体
像
（
表
現
の
志
向
性
）
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
謡
や
仕

舞
、
囃
子
の
稽
古
で
も
初
期
に
扱
わ
れ
る
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。




