
　

筆
者
は
「
能
」
に
は
ま
っ
た
く
知
識
を
も
た
な
い
西
本
願
寺
派
の
僧
侶

で
あ
る
が
、
さ
る
縁
で
知
り
合
っ
た
廣
田
幸
稔
氏
よ
り
、
謡
曲
の
な
か
に

念
仏
が
頻
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
所
見
を
寄
せ
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
。

な
か
で
も
『
隅
田
川
』
は
最
も
多
く
十
四
を
数
え
る
と
い
う
。
幽
玄
、
静

謐
な
能
の
雰
囲
気
は
、
む
し
ろ
禅
に
近
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の

こ
と
は
意
外
で
あ
っ
た
。『
隅
田
川
』
は
、
わ
が
子
梅
若
丸
を
人
買
い
に
さ

ら
わ
れ
、
そ
れ
を
探
し
て
京
都
か
ら
武
蔵
国
の
隅
田
川
ま
で
流
浪
し
た
母

親
が
、
愛
児
の
墓
所
に
て
悲
嘆
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
の
哀
し
み
の
と
こ

ろ
で
念
仏
が
頻
出
す
る
。

　

こ
の
謡
曲
は
世
阿
弥
（
一
三
六
三
～
一
四
四
三
）
の
長
男
観
世
元
雅

（
一
三
九
四
？
～
一
四
三
二
）の
作
と
さ
れ
る
。
調
べ
て
み
る
と
、こ
の
当
時
、

す
な
わ
ち
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け
て
の
時
代
は
、
念
仏
を
称
え
て
極
楽
往

生
を
願
う
信
仰
が
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
時
期
に
重
な
る
。
南
無
阿
弥
陀

仏
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
名
を
専
ら
称
え
れ
ば
必
ず
極
楽
に
往
生
で
き
る

と
い
う
教
え
は
、
法
然
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
に
始
ま
る
。
そ
れ
を

親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
三
）
が
う
け
て
民
衆
に
弘
め
、
庶
民
の
信
仰

の
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
に
一
遍
（
一
二
三
九
～
一
二
八
九
）、

蓮
如
（
一
四
一
五
～
一
四
九
八
）
が
出
て
さ
ら
に
教
え
は
庶
民
化
し
、
日

本
の
津
々
浦
々
に
ま
で
弘
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
隅
田
川
』
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
庶
民
の
信
仰
を
彷
彿
さ
せ
る
雰
囲
気
が
に
じ
み
で
て
い

る
作
品
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
念
仏
を
日
本
全
土
に
弘
め
た
蓮
如
と
「
能
」
と
の
関
係
は

興
味
深
い
。
蓮
如
の
言
行
を
第
十
子
実
悟
が
書
き
残
し
た
『
実
悟
記
』
に

蓮
如
上
人
御
法
談
あ
り
し
に
、
…
各
沈
み
か
へ
り
て
侍
り
し
に
、
法
敬

坊
う
た
へ
と
被お

お
せ
ら
れ仰
し
か
ば
、
軈や
が

て
う
た
ひ
被も
う
さ
れ申
け
り
。
必
ず
誓
願
寺

の
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
我
も
な
か
り
け
り
と
い
ふ
所
を
う
た
は
る
。
し
ば

し
う
た
は
せ
ら
れ
、
各
の
眠
を
さ
ま
せ
ら
れ
て
、
又
御
法
談
あ
り
し
也
。

只
人
に
よ
く
法
を
き
か
せ
ら
れ
て
、
信
心
の
人
出
来
る
や
う
に
、
と
仰
也
。

　

と
あ
る
。
蓮
如
上
人
が
法
話
を
さ
れ
る
と
き
、
眠
気
を
も
よ
お
し
て
い

る
聴
衆
を
目
覚
め
さ
せ
る
の
に
能
を
謡
わ
せ
て
気
分
を
引
き
立
て
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

謡
曲
『
誓
願
寺
』
は
世
阿
弥
の
作
で
、
迷
え
る
和
泉
式
部
の
霊
魂
が
、

一
遍
上
人
に
念
仏
の
功
徳
を
聞
か
さ
れ
、
誓
願
寺
の
額
を
六
字
名
号
に
書

き
換
え
る
こ
と
を
頼
む
。
上
人
が
額
を
書
き
換
え
仏
前
に
供
え
る
と
、
和

泉
式
部
が
菩
薩
と
な
っ
て
現
れ
、
誓
願
寺
の
縁
起
を
語
り
、
法
悦
を
仏
徳

讃
嘆
の
舞
楽
で
演
ず
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
謡
い
の
中
に
は
念
仏
往
生

の
教
え
が
語
ら
れ
て
お
り
、
眠
気
さ
ま
し
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。『
誓
願

寺
』
第
一
場
三
段
で
は
、

　

シ
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・
ワ
キ
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往
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な
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何
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な
う
ち
捨
て
て
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阿
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仏
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陀
仏
と
称
ふ
れ
ば
、
仏
も
わ
れ
も
無
か
り
け
り
。
仏
も
わ
れ
も
な
か

り
け
り
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
。
至し

じ
よ
う
し
ん

誠
心
・
深じ
ん
し
ん心
・
回え
こ
う
ほ
つ
が
ん

向
発
願

の
鉦
の
声
、
耳
に
染
み
て
あ
り
が
た
や
、
ま
こ
と
に
妙
な
る
こ
の
教
へ
、

十
声
一
声
数か

ず
わ分
か
で
、
悟
り
を
も
迷
ひ
を
も
迎
へ
給
ふ
ぞ
あ
り
が
た
き
」

　

と
語
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
は
、
念
仏
を
申
す
こ
と
に
よ
っ
て
仏
と
凡
夫

の
念
仏
行
者
と
が
一
体
に
な
る
と
い
う
「
仏
凡
一
体
」
の
教
え
を
語
る
も

の
で
、
能
の
内
容
そ
の
も
の
が
仏
法
教
化
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
蓮
如
の
能
や
狂
言
へ
の
関
心
は
、
自
分
の
趣
味
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
説
法
教
化
の
「
善ぜ

ん
ぎ
ょ
う
ほ
う
べ
ん

巧
方
便
」
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

念
仏
が
弘
ま
る
に
当
た
っ
て
の
一
遍
上
人
の
功
績
も
大
き
い
。
か
れ
は

蓮
如
に
先
立
っ
て
、
念
仏
の
教
え
を
、
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
法
悦
を
念
仏

踊
り
を
も
っ
て
表
現
す
る
方
法
に
よ
っ
て
弘
め
た
。
こ
れ
が
民
衆
に
受
け

容
れ
ら
れ
、
一
世
を
風
靡
し
た
。
芸
能
的
方
法
を
民
衆
教
化
に
も
ち
い
る

素
地
は
す
で
に
、
こ
の
当
時
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
能
」
は
、
も
と
も
と
「
今
様
」
と
同
様
、
庶
民
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
娯

楽
で
あ
っ
た
。「
能
」
が
流
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
公
家
や
武
士
階
級
に

ま
で
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
貴
族
的
な
装
い
を
す
る
よ
う
に
な
る

が
、
内
容
を
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
に
庶
民
の
生
活
や
心
情
を
そ

の
ま
ま
反
映
し
た
巷
説
で
あ
る
。
観
衆
は
物
語
に
展
開
す
る
喜
怒
哀
楽
に

共
感
し
な
が
ら
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
能
・
狂
言
へ
の
熱
狂
ぶ
り
は
、
相

当
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、眠
気
さ
ま
し
の
効
用
を
も
ち
、

ま
た
念
仏
教
化
の
手
段
と
し
て
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
大
衆
娯
楽
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
特
に
庶
民
の
信
仰

を
集
め
て
い
る
有
名
寺
院
で
は
、
勧
進
や
法
楽
の
た
め
に
能
や
狂
言
を
各

座
の
能
楽
師
を
よ
ん
で
演
じ
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
に
公
家
や
僧
侶
な
ど
も

招
待
な
ど
さ
れ
て
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
正
四
（
一
四
六
三
）

年
二
月
十
一
日
に
興
福
寺
で
薪
能
が
催
さ
れ
、
こ
の
日
、
蓮
如
が
招
待
さ

れ
て
い
る
記
録
が
あ
る
。
蓮
如
は
家
族
や
弟
子
を
同
伴
し
て
観
能
に
出
か

け
た
。
招
待
者
の
経
覚
は
、
関
白
九
条
経
教
の
息
子
で
、
母
は
本
願
寺
出

身
の
正
林
尼
で
あ
る
。
観
能
を
通
し
て
の
彼
ら
の
交
流
が
伺
わ
れ
る
。
観

覧
者
の
熱
狂
ぶ
り
は
、
名
場
面
が
演
じ
ら
れ
る
と
「
貴
賤
群
衆
之
人
、
毎

能
尽
感
声
。
万
歳
之
美
談
、
只
驚
耳
目
云
々
」（
貴
賤
の
群
衆
の
人
、
能
ご

と
に
感
声
を
尽
く
す
。
万
歳
の
美
談
、
た
だ
耳
目
を
驚
か
す
）
と
あ
る
よ

う
に
興
奮
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
観
覧
者
に
あ
ら
か
じ
め

設し
つ
らえ

た
席
が
満
席
と
な
り
、
あ
ふ
れ
た
人
が
周
辺
の
木
に
登
っ
て
観
る
と

い
う
ほ
ど
盛
況
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
衆
娯
楽
と
な
っ
て
い
た
能
の
題
材
と
し
て
、
難
し
い
漢

文
を
中
心
と
す
る
禅
仏
教
で
は
な
く
、
庶
民
信
仰
と
し
て
定
着
し
た
念
仏

が
謡
曲
の
な
か
に
出
て
く
る
の
は
、け
だ
し
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。「
能
」は
、

伝
統
芸
術
と
し
て
芸
能
や
文
学
か
ら
の
研
究
対
象
に
さ
れ
る
が
、
今
日
の

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
、
庶
民
の
娯
楽
や
思
想
・
宗
教
な
ど
の
世
相
の

実
態
を
そ
の
ま
ま
映
し
て
い
る
時
代
の
鏡
と
し
て
の
一
面
か
ら
も
注
目
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
西
本
願
寺
に
南
北
能
舞
台
が
存
在
し
、
い
ま
な
お
毎
年
親

鸞
聖
人
の
「
降ご

う
た
ん
え

誕
会
」
に
は
祝
賀
能
が
催
さ
れ
る
。
蓮
如
と
能
と
の
因
縁

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
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