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本
稿
で
は
、
能
の
構
造
の
単
位
で
あ
る
段
と
小
段
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

能
は
言
う
ま
で
も
な
く
演
劇
で
あ
り
、シ
テ
や
ワ
キ
な
ど
の
登
場
人
物
が
舞
台

に
現
れ
、
物
語
が
展
開
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
進
行
は
形
式
化
さ
れ
て
い
る
。

謡
の
節
や
リ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、
囃
子
の
構
成
、
そ
し
て
登
場
人
物
の
動
き
も
、

様
々
な
法
則
に
従
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ら
の
法
則
に
着

目
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
法
則
を
体
系
的
に
積
層
構
造
と
し
て
ま
と
め
た
の

は
、横
道
萬
里
雄
氏
で
あ
る
。
一
字
一
字
の
「
字
」
が
集
ま
っ
て
「
句
」
と
い
う

単
位
と
な
り
、「
句
」
が
数
個
集
ま
っ
て
「
節
」
と
な
り
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、

層
を
積
み
重
ね
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
概
要
を
示
す（

1
）。

句　

↓　

節　

↓　

小
段　

↓　

段　

↓　

場　

↓　

能
一
番

こ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
構
造
が
「
小
段
」
で
あ
り
、
こ
の
形
式
化
さ
れ
た

パ
ー
ツ
と
も
い
え
る
「
小
段
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
能
の
基
本
構
造
を
支
え
て
い

る
。「
小
段
」
に
は
、
謡
を
中
心
に
進
行
す
る
謡
事
、
囃
子
の
み
で
演
奏
さ
れ
る

囃
子
事
、
が
あ
る（

2
）。

例
え
ば
、
能
の
最
初
の
部
分
は
こ
れ
と
こ
れ
、
と
い
っ
た

よ
う
な
基
本
の
組
み
合
わ
せ
方
が
あ
る
の
だ
が
、す
べ
て
が
完
全
に
同
一
で
あ
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
崩
し
た
り
、
逆
に
あ
ま
り
な
い
組
み

合
わ
せ
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、作
品
ご
と
の
個
性
や
魅
力
が
生
じ
て

い
る
。

「
小
段
」
の
上
位
に
あ
る
構
成
単
位
は
「
段
」
で
あ
る
。「
段
」
は
、ワ
キ
が
登

場
す
る
、
ワ
キ
と
シ
テ
が
語
り
合
う
、
な
ど
の
内
容
の
ま
と
ま
り
で
区
切
ら
れ
る

が
、
そ
れ
ら
は
形
式
と
し
て
も
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
上
位
の
概
念
で
あ
る
「
場
」
は
、
能
の
構
成
単
位
の
う
ち
、
最
も
大
き
い
も

の
で
あ
る
。
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
き
、能
の
作
品
は
一
場
物
と
二
場
物
に
分
か

れ
る
。
シ
テ
な
ど
の
登
場
人
物
が
幕
に
入
る
、い
わ
ゆ
る
中な

か

入い
り

で
前
場
が
終
了
し

て
か
ら
、
再
び
後
場
が
始
ま
る
も
の
が
二
場
物
、
中
入
の
な
い
も
の
が
一
場
物
で

あ
る
。
羽
衣
は
中
入
が
な
い
の
で
、
後
者
の
一
場
物
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
ず
は
、

羽
衣
の
「
段
」
の
構
成
を
見
て
い
き
な
が
ら
大
ま
か
な
筋
を
掴
み
、そ
の
後
「
小

段
」
ご
と
の
解
説
に
う
つ
り
た
い
。

こ
の
作
品
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
羽
衣
伝
説
は
、
天
人
女
房
譚
と
も
い
わ
れ
、

類
話
が
世
界
各
地
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
天
女
が
地
上
の
水
域
（
川
、
湖
、
海

な
ど
）
に
天
下
っ
て
水
浴
を
し
て
い
る
と
、
人
間
の
男
が
天
女
の
衣
、
羽
衣
を
取

り
上
げ
て
し
ま
っ
て
、
天
女
と
結
婚
す
る
、
と
い
う
の
が
標
準
な
筋
で
あ
る
が
、

話
の
展
開
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
能
で
は
、
男
が
羽
衣
を
返
し
て
、
天
女
は
天
に

帰
る
と
い
う
結
末
と
な
っ
て
い
る
。

能
の
羽
衣
は
、
話
の
展
開
お
よ
び
小
段
の
組
み
合
わ
せ
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
に

よ
っ
て
、
以
下
の
六
つ
の
「
段
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一  
、
漁
夫
（
ワ
キ
）
が
数
名
の
漁
夫
（
ワ
キ
ツ
レ
）
と
と
も
に
登
場
し
、
三

保
の
松
原
の
情
景
を
描
写
す
る
。

　

二  

、
漁
夫
が
松
に
か
か
っ
た
羽
衣
を
見
つ
け
て
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
天

女
（
シ
テ
）
が
登
場
し
て
衣
を
返
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
。

　

三  

、
天
女
と
漁
夫
の
問
答
の
末
、
天
女
が
天
人
の
舞
楽
を
舞
っ
て
見
せ
る
こ

■

一
―
五
、
羽
衣
の
構
成
―
段
と
小
段
■

永
原　

順
子
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一－五、羽衣の構成―段と小段（永原）

と
を
約
束
す
る
。
天
女
は
漁
夫
か
ら
返
し
て
も
ら
っ
た
羽
衣
を
着
す
。

　

四
、
天
女
が
三
保
の
松
原
の
景
色
を
愛
で
な
が
ら
舞
う
。

　

五  
、
天
女
が
、
妙
な
る
音
楽
に
合
わ
せ
て
さ
ら
に
美
し
く
舞
う
。
こ
こ
で
は

囃
子
の
み
で
舞
う
、
序
之
舞
と
破
之
舞
が
中
心
と
な
る
。

　

六  

、
天
女
は
、
舞
楽
を
舞
い
終
え
た
あ
と
、
様
々
な
宝
を
降
ら
し
つ
つ
富
士

の
高
嶺
の
霞
に
ま
ぎ
れ
て
去
っ
て
行
く
。

こ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
、羽
衣
伝
説
の
筋
書
き
に
当
た
る
の
は
一
〜
三
の
段
で

あ
り
、後
半
の
四
〜
六
の
三
つ
の
段
は
天
人
の
舞
楽
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
次
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
段
が
ど
の
よ
う
な
小
段
で
構
成
さ

れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

下
記
、【
一
声
】、〔
一
セ
イ
〕
…
と
書
か
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
が
小
段
名
で
あ

る
が
、【
】
は
、
上
述
の
囃
子
の
み
で
演
奏
さ
れ
る
囃
子
事
、〔
〕
は
、
謡
を
中
心

に
進
行
す
る
謡
事
（
囃
子
の
有
無
の
違
い
あ
り
）、
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。

謡
事
に
は
、謡
の
音
節
が
囃
子
の
八
拍
子
に
合
っ
て
い
る
拍
子
合
（
ひ
ょ
う
し
あ

い
）
と
、囃
子
の
八
拍
子
に
合
っ
て
い
な
い
拍
子
不
合
（
ひ
ょ
う
し
あ
わ
ず
）
が

あ
る
。
囃
子
の
伴
わ
な
い
〔
詞
（
問
答
）〕
も
あ
る
。

一
、
漁
夫
の
登
場

地
謡
、
囃
子
方
が
、
座
に
着
く
と
、
後
見
が
松
の
作
物
を
持
っ
て
出
て
、
舞
台
の

正
し
ょ
う

先さ
き

に
置
き
、
衣
を
松
に
か
け
る
。
後
見
が
舞
台
か
ら
去
る
と
、【
一
声
】
の
囃

子
と
な
っ
て
ワ
キ
（
白
龍
）・
ワ
キ
ツ
レ
（
漁
夫
二
人
）
の
登
場
と
な
る
。

【
一
声
】

登
場
に
用
い
ら
れ
る
囃
子
事
で
あ
る
。諸
ヒ
シ
ギ
と
い
う
甲
高
い
笛
の
音
か
ら
始

ま
り
、大
鼓
と
小
鼓
が
打
ち
出
す
。
こ
の
一
声
の
途
中
で
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
が
現

れ
、
舞
台
中
央
に
て
向
き
合
う
。

〔
一
セ
イ
〕
か
ざ
は
や
の
〜
う
ら
び
と
さ
わ
ぐ
な
み
じ
か
な

高
音
域
を
主
と
す
る
七
五
調
の
短
い
小
段
。
拍
子
不
合
。【
一
声
】
か
ら
続
け
て

演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

〔
サ
シ
〕
こ
れ
は
み
ほ
の
ま
つ
ば
ら
に
〜
こ
こ
ろ
そ
ら
な
る
け
し
き
か
な

拍
子
不
合
で
文
意
を
主
と
し
て
さ
ら
さ
ら
と
謡
わ
れ
る
。〔
サ
シ
〕・〔
下
歌
〕・〔
上

歌
〕
と
連
続
す
る
例
が
多
い
。
ワ
キ
が
自
分
の
名
が
白
龍
で
あ
る
と
告
げ
た
後
、

ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
全
員
で
の
ど
か
で
美
し
い
三
保
の
松
原
の
情
景
を
謡
う
。

〔
下
歌
〕
わ
す
れ
め
や
〜
た
ち
つ
れ
い
ざ
や
か
よ
は
ん

低
音
域
の
旋
律
を
持
つ
七
五
調
の
謡
を
平
ノ
リ（

3
）で

節
付
し
た
も
の
の
一
つ
。
拍

子
合
。
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
が
三
保
の
松
原
へ
向
か
う
こ
と
を
謡
う
。

〔
上
歌
〕
か
ぜ
む
か
ふ
〜
つ
り
び
と
お
ほ
き
お
ぶ
ね
か
な

高
音
域
の
旋
律
に
始
ま
る
七
五
調
の
謡
。
拍
子
合
。
平
ノ
リ
。
朝
凪
の
海
に
釣
船

が
多
く
浮
か
ん
で
い
る
こ
と
を
描
写
す
る
。最
後
は
低
音
域
で
段
の
ま
と
ま
り
を

つ
け
る
よ
う
に
終
わ
り
、囃
子
も
一
旦
静
ま
っ
て
終
わ
る
。
ワ
キ
は
後
見
座
に
行

き
、
竿
を
扇
に
持
ち
替
え
て
出
る
。

二
、
天
女
の
登
場

〔
詞
（
問
答
）〕
わ
れ
み
ほ
の
ま
つ
ば
ら
に
あ
が
り
〜
さ
り
と
て
は
か
へ
し
た
び
た

ま
へ

旋
律
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、独
特
の
抑
揚
が
あ
る
。
囃
子
は
伴
わ
な
い
。
問

答
の
あ
る
詞
で
は
、
登
場
人
物
の
対
話
が
進
ん
で
い
く
。
こ
の
小
段
で
は
、
ワ
キ

と
シ
テ
（
天
女
）
と
の
掛
け
合
い
が
謡
わ
れ
る
。
ワ
キ
が
三
保
の
松
に
美
し
い
衣

が
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、持
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
シ
テ
が
登
場
し
て

返
す
よ
う
に
願
う
。

〔
カ
カ
ル
（
掛
合
）〕
こ
の
お
ん
こ
と
ば
を
き
く
よ
り
も
〜
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
、せ

ん
か
た
も
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前
置
の
〔
詞
（
問
答
）〕
同
様
に
、
人
物
の
対
話
が
続
く
が
、
高
音
域
を
中
心
に

少
し
旋
律
の
あ
る
謡
と
な
る
。
拍
子
不
合
。
一
部
旋
律
の
な
い
、問
答
の
謡
も
あ

る
。
大
鼓
と
小
鼓
が
演
奏
を
始
め
、対
話
を
盛
り
上
げ
て
い
く
。
最
後
の
部
分
は

シ
テ
と
ワ
キ
と
の
謡
が
短
く
呼
応
さ
れ
、衣
を
返
さ
な
い
ワ
キ
に
対
し
て
悲
嘆
に

く
れ
る
シ
テ
の
様
子
が
テ
ン
ポ
良
く
表
現
さ
れ
る
。

〔
上
歌
〕
な
み
だ
の
つ
ゆ
の
た
ま
か
づ
ら
〜
め
の
ま
え
に
み
え
て
あ
さ
ま
し
や

高
音
域
の
旋
律
に
始
ま
る
七
五
調
の
謡
。
拍
子
合
。
平
ノ
リ
。
シ
テ
の
憔
悴
を
地

謡
が
表
現
す
る
。

〔
下
ノ
詠
〕
あ
ま
の
は
ら
〜
ゆ
く
へ
し
ら
ず
も

低
音
域
で
和
歌
を
し
み
じ
み
と
謡
う
小
段
。
拍
子
不
合
。
シ
テ
の
謡
に
よ
っ
て
、

天
に
帰
れ
な
い
悲
し
さ
が
描
写
さ
れ
る
場
面
。

〔
下
歌
〕
す
み
な
れ
し
〜
う
ら
や
ま
し
き
け
し
き
か
な

低
音
域
の
旋
律
を
持
つ
七
五
調
の
謡
。
拍
子
合
。
平
ノ
リ
。〔
下
ノ
詠
〕
で
シ
テ

が
謡
っ
た
悲
哀
の
心
情
を
受
け
て
、
地
謡
が
シ
テ
の
心
情
を
代
弁
し
て
謡
う
。

〔
上
歌
〕
か
り
ょ
う
び
ん
が
の
な
れ
な
れ
し
〜
そ
ら
に
ふ
く
ま
で
な
つ
か
し
や

高
音
域
の
旋
律
に
始
ま
る
七
五
調
の
謡
。
拍
子
合
。
平
ノ
リ
。
引
き
続
き
、シ
テ

の
心
情
を
地
謡
が
描
写
す
る
が
、美
し
い
景
色
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ

テ
が
天
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
前
の
段
と
同
様
、最
後

は
低
音
域
で
終
わ
り
、
囃
子
も
一
旦
静
ま
っ
て
終
わ
る
。

三
、
天
女
と
漁
夫
の
問
答

〔
詞
（
問
答
）〕
い
か
に
も
う
し
さ
ふ
ら
ふ
〜
て
ん
に
い
つ
わ
り
な
き
も
の
を

前
段
の
最
初
と
お
な
じ
く
、
独
特
の
抑
揚
が
あ
る
、
囃
子
を
伴
わ
な
い
小
段
。
こ

こ
で
も
シ
テ
と
ワ
キ
の
問
答
が
あ
る
。悲
壮
感
の
漂
う
シ
テ
に
対
し
て
ワ
キ
の
心

情
が
動
き
、衣
を
返
そ
う
と
提
案
す
る
。
交
換
条
件
と
し
て
天
人
の
舞
楽
を
見
た

い
と
ワ
キ
が
頼
む
と
、
シ
テ
は
羽
衣
が
な
い
と
舞
え
な
い
と
主
張
す
る
の
で
、
衣

を
返
せ
ば
舞
を
舞
う
約
束
を
違
え
て
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、と
ワ
キ

は
疑
念
を
抱
く
。
シ
テ
は
「
い
や
疑
ひ
は
人
間
に
あ
り
。
天
に
疑
ひ
な
き
も
の

を
」
と
断
言
す
る
。
日
常
の
会
話
に
近
い
交
渉
の
問
答
が
続
く
だ
け
に
、シ
テ
の

最
後
の
謡
が
ま
さ
に
天
そ
の
も
の
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ご
と
く
印
象
づ
け
ら
れ
る

場
面
で
あ
る
。

〔
カ
カ
ル
〕
あ
ら
は
づ
か
し
や
〜
こ
ろ
も
を
か
へ
し
あ
た
ふ
れ
ば

高
音
域
を
中
心
に
少
し
旋
律
の
あ
る
謡
。
こ
こ
は
二
句
の
み
の
短
い
小
段
と
な

る
。
ワ
キ
は
自
ら
の
言
動
を
恥
ず
か
し
く
思
い
、羽
衣
を
返
す
。
こ
こ
か
ら
囃
子

が
入
り
、
次
の
【
物
着
】
へ
と
つ
な
が
る
。

【
物
着
】

ゆ
っ
た
り
と
し
た
囃
子
が
奏
さ
れ
る
囃
子
の
み
の
小
段
。ワ
キ
が
シ
テ
に
羽
衣
を

返
す
と
、シ
テ
は
後こ

う

見け
ん

座ざ

に
移
動
し
て
後
ろ
向
き
に
着
座
。
後
見
が
シ
テ
に
羽
衣

（
長
絹
）
を
つ
け
る
。
羽
衣
を
着
し
た
シ
テ
は
舞
台
へ
戻
る
。

四
、
天
女
が
舞
う

〔
カ
カ
ル
（
掛
合
）〕
お
と
め
は
こ
ろ
も
を
ち
ゃ
く
し
つ
つ
〜
い
っ
き
ょ
く
を
か
な

で
、
ま
ふ
と
か
や

高
音
域
を
中
心
に
少
し
旋
律
の
あ
る
謡
。【
物
着
】
か
ら
続
い
て
囃
子
が
奏
さ
れ

て
い
る
が
、
謡
は
拍
子
不
合
。
こ
こ
で
は
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
掛
け
合
い
の
謡
に

よ
っ
て
、
天
人
の
舞
楽
へ
の
期
待
が
高
ま
る
。

〔
次
第
〕
あ
ず
ま
あ
そ
び
の
す
る
が
ま
ひ
〜
こ
の
と
き
や
は
じ
め
な
る
ら
ん

七
五
・
七
五
・
七
四
の
三
句
か
ら
な
る
短
い
小
段
。
拍
子
合
。
第
二
句
は
初
句
を
繰

り
返
す
。
お
も
に
導
入
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
の
行
動
へ
の
意
図
、
感
慨

な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
次
第
の
後
は
、地
謡
が
必
ず
第
二
句
を
省
略
し
て
同
文
を

低
音
で
繰
り
返
す
地
取
（
じ
と
り
）
を
謡
う
。
地
取
は
拍
子
不
合
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
こ
で
は
、
東
遊
の
駿
河
舞
は
こ
の
と
き
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
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一－五、羽衣の構成―段と小段（永原）

う
感
慨
が
語
ら
れ
る
。

〔
ク
リ
〕
そ
れ
ひ
さ
か
た
の
〜
ひ
さ
か
た
の
そ
ら
と
は
な
づ
け
た
り

ク
リ
音
と
い
う
高
い
音
を
含
む
高
音
域
を
主
と
し
た
謡
の
小
段
。拍
子
不
合
。〔
ク

リ
〕・〔
サ
シ
〕・〔
ク
セ
〕
と
続
く
こ
と
が
多
い
。
長
音
を
長
く
、
旋
律
の
あ
る
部

分
は
膨
ら
ま
せ
、の
び
や
か
に
謡
わ
れ
る
。
こ
の
段
に
お
け
る
他
の
小
段
が
比
較

的
落
ち
着
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ク
セ
ン
ト
的
な
部
分
と
も
い
え
る
。

「
久
方
の
空
」
の
名
づ
け
の
由
来
が
語
ら
れ
、天
界
へ
と
視
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

〔
サ
シ
〕
し
か
る
に
げ
っ
き
う
で
ん
の
あ
り
さ
ま
〜
よ
に
つ
た
へ
た
る
き
ょ
く
と

か
や

文
意
を
主
と
し
て
、
シ
テ
と
地
謡
の
掛
合
が
さ
ら
さ
ら
と
謡
わ
れ
る
。
拍
子
不

合
。
天
界
の
天
人
の
様
子
が
語
ら
れ
、
シ
テ
は
、
自
分
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
今

こ
こ
に
天
下
っ
て
舞
を
舞
う
の
だ
、
と
自
ら
宣
言
す
る
。

〔
ク
セ
〕
は
る
か
す
み
〜
は
く
う
ん
の
そ
で
ぞ
た
へ
な
る

中
世
の
流
行
芸
能
で
あ
る
曲
舞
（
く
せ
ま
い
）
を
取
り
入
れ
た
も
の
。
拍
子
合
。

平
ノ
リ
。
七
五
調
を
基
本
と
し
た
叙
事
的
か
つ
長
大
な
小
段
で
あ
り
、一
曲
の
中

心
部
分
を
な
し
て
い
て
、謡
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
も
い
え
る
。
旋
律
は
低
音
域
か

ら
始
ま
っ
て
後
半
は
高
音
域
に
中
心
が
移
り
、
最
後
は
低
音
域
で
謡
い
お
さ
め

る
。
和
歌
や
漢
詩
を
引
用
し
つ
つ
、
天
人
の
舞
楽
の
美
し
さ
が
形
容
さ
れ
、
天
上

世
界
が
地
上
に
現
れ
た
か
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る
。
羽
衣
の
〔
ク
セ
〕
で

は
、
最
後
の
部
分
か
ら
太
鼓
が
打
ち
出
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
大
鼓
と
小
鼓
と
笛
の

み
で
囃
子
が
奏
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、こ
こ
で
初
め
て
太
鼓
の
演
奏
が
追
加
さ
れ

る
こ
と
で
曲
調
に
転
機
が
訪
れ
、
後
の
序
之
舞
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

五
、
天
女
、
さ
ら
に
舞
う

〔
詠
〕
な
む
き
み
ゃ
う
が
っ
て
ん
し
〜
あ
ず
ま
あ
そ
び
の
ま
ひ
の
き
ょ
く

舞
事
の
前
に
置
か
れ
る
詠
吟
風
の
小
段
。
拍
子
不
合
。
前
の
段
の
華
や
か
さ
を
少

し
鎮
め
る
よ
う
に
、
シ
テ
は
月
世
界
の
天
子
を
礼
拝
し
て
東
遊
の
舞
を
始
め
る
。

【
序
之
舞
】

囃
子
事
の
小
段
、舞
事
の
一
種
。
女
体
や
老
体
な
ど
の
役
が
物
静
か
に
舞
う
。
冒

頭
に
「
序
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
舞
事
の
中
で
も
非
常

に
静
か
に
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
品
格
を
も
っ
て
奏
さ
れ
る
。

〔
ノ
リ
地
〕
あ
る
ひ
は
〜
な
び
く
も
か
へ
す
も
ま
ひ
の
そ
で

大
ノ
リ（

4
）の

謡
に
よ
る
小
段
。
基
本
的
に
拍
子
合
で
あ
る
が
、
冒
頭
や
末
尾
に
拍

子
不
合
の
句
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
小
段
で
は
、冒
頭
の
「
あ
る
ひ
は
」
が

拍
子
不
合
で
、末
尾
は
句
の
最
後
を
途
中
か
ら
大
ノ
リ
を
崩
す
よ
う
に
し
て
謡
わ

れ
る
。
風
に
な
び
く
羽
衣
の
美
し
さ
が
華
や
か
に
表
現
さ
れ
る
。

【
破
之
舞
】

囃
子
事
の
小
段
、
舞
事
の
一
種
。
他
の
舞
事
に
比
べ
る
と
短
く
簡
潔
な
舞
で
あ

る
。
女
体
や
神
仙
な
ど
が
序
之
舞
や
中
之
舞
の
後
に
軽
や
か
に
舞
う
。【
破
之
舞
】

の
最
後
の
打
上
打
返
（
う
ち
あ
げ
う
ち
か
え
し
）
の
部
分
で
そ
の
軽
快
さ
が
少
し

お
さ
ま
り
、
華
や
か
な
が
ら
も
静
か
に
最
後
の
段
へ
と
う
つ
っ
て
い
く
。

六
、
天
女
が
去
る

〔
ノ
リ
地
（
キ
リ
）〕
あ
す
ま
あ
そ
び
の
か
ず
か
ず
に
〜
か
す
み
に
ま
ぎ
れ
て
う
せ

に
け
り

能
一
曲
の
終
曲
部
分
と
し
て
最
終
末
に
置
か
れ
る
七
五
調
の
謡
の
小
段
。基
本
的

に
初
句
と
終
句
は
繰
り
返
し
て
謡
わ
れ
る
。
リ
ズ
ム
法
は
曲
に
よ
っ
て
か
わ
る
。

羽
衣
の
場
合
は
大
ノ
リ
。
内
容
と
し
て
は
、
話
の
結
末
、
作
者
の
総
括
的
な
感

想
、
シ
テ
の
後
日
談
な
ど
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
シ
テ
が
地
上
に
様
々
な
恩

恵
を
施
し
、
三
保
の
松
原
か
ら
愛
鷹
山
、
そ
し
て
富
士
の
高
嶺
へ
と
舞
い
上
が
っ

て
霞
に
ま
ぎ
れ
て
消
え
失
せ
る
様
が
表
現
さ
れ
る
。
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第一部　羽衣を題材に

以
上
、
羽
衣
の
能
一
曲
に
つ
い
て
、
小
段
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
横
道
氏
は

図
1
の
よ
う
に
、
多
く
の
段
に
共
通
す
る
典
型
的
な
小
段
の
構
造
を
指
摘
す
る（

5
）。

序
歌
部
は
短
い
歌
い
物
で
、
叙
唱
部
は
〔
サ
シ
〕
系
統
の
拍
の
無
い
（
拍
子
不

合
）
の
謡
、拍
唱
部
は
有
拍
（
拍
子
合
）
の
謡
で
〔
上
歌
〕
や
〔
下
歌
〕
な
ど
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
横
道
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、す
べ
て
の
段
が
整
っ
た
形
を

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、羽
衣
の
第
一
段
と
第
二
段
を
当
て
は
め
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
（
図
2
，
3
）。

冒
頭
で
、「
段
」
は
、
内
容
だ
け
で
な
く
、
形
式
と
し
て
も
一
つ
の
ま
と
ま
り

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
述
べ
た
が
、段
を
構
成
す
る
パ
ー
ツ
で
あ
る
小
段

は
違
っ
て
い
て
も
、拍
子
不
合
で
す
ら
す
ら
と
謡
わ
れ
る
部
分
か
ら
拍
子
合
の
謡

へ
の
流
れ
、
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
羽
衣
の
小
段
・
段
に
つ
い
て
解
説
し
た

が
、
他
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
際
に
も
、
能
一
曲
の

構
成
を
と
ら
え
る
こ
と
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
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