
宝
珠
を
め
ぐ
る
古
典
芸
能
の
世
界

井
上
　
由
理
子

文
筆
家

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
藤
原
四
家
の
家
祖
と
な
り
、
父
の
不
比
等
と
と
も
に

藤
原
氏
の
繁
栄
の
基
盤
を
固
め
て
い
っ
た
。
中
で
も
房
前
の
政
治
的
な
手
腕

と
出
世
は
抜
き
ん
出
て
、
後
の
世
に
藤
原
北
家
が
摂
関
家
と
し
て
公
家
の

最
高
家
格
と
な
る
の
は
周
知
の
と
お
り
。

「
玉
取
り
伝
説
」の
典
拠
と
な
る
も
の

　
『
海
人
』に
い
だ
く
懐
か
し
さ
は
、こ
の
曲
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
御
伽
噺
の
よ
う

に
聞
か
さ
れ
て
き
た「
玉
取
り
伝
説
」を
思
い
出
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
の
知
る
と
こ
ろ
の「
玉
取
り
伝
説
」に
は
、
ふ
た
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が

あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
そ
れ
は『
日
本
書
紀
』と『
志
度
寺
縁
起
』か
ら
発
生
し
た

も
の
ら
し
い
。
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
記
し
た
い
。
ま
ず
は『
日
本
書
紀
』の

流
れ
か
ら
。

―
天
皇（
允
恭
天
皇
）が
淡
路
島
で
狩
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、た
く
さ
ん

の
獣
た
ち
が
山
谷
に
満
ち
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
日
か
か
っ
て
も
一
匹

も
収
獲
で
き
な
か
っ
た
。
占
い
に
よ
る
と
、
島
の
神
の
祟
り
で
あ
る
と
い
う
。

「
明
石
の
海
底
に
あ
る
真
珠
を
供
物
に
せ
よ
」と
の
神
託
に
し
た
が
い
、
方
々

の
海
人
を
集
め
て
海
に
潜
ら
せ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
も
海
が
深
す
ぎ
て

海
底
に
届
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
阿
波
国
の
長
邑
の
海
人

（
男
狭
磯
）が
腰
に
縄
を
つ
け
て
海
に
潜
っ
た
。
や
が
て
海
人
は
大
き
な

ア
ワ
ビ
を
抱
え
て
海
原
に
浮
上
し
た
。
海
に
浸
か
っ
て
い
た
縄
の
長
さ
か
ら

察
し
て
も
、海
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
、す
で
に
海
人
は
息
絶
え
て
い
た
。
ア
ワ
ビ

の
腹
を
切
り
裂
く
と
、
そ
こ
に
は
桃
の
実
ほ
ど
の
大
き
な
真
珠
が
あ
っ
た
。

『
海
人
』に
関
わ
る
歴
史
的
な
登
場
人
物

　
『
海
人
』は
彩
り
の
あ
る
能
で
あ
る
。
史
実
や
伝
説
、
宗
教
や
情
愛
な
ど
の

様
々
な
色
合
い
の
糸
が
紡
が
れ
て
、
物
語
の
中
に
ど
こ
か
懐
か
し
い
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
奏
で
て
い
る
。

　

こ
の
懐
か
し
さ
は
、
は
る
か
古
代
の
香
り
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。『
海
人
』の
描
か
れ
て
い
る
時
代
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良

時
代
初
期
に
か
け
て
。
何
ら
か
の
形
で
藤
原
氏
三
代
が
関
わ
る
物
語
だ
。

登
場
す
る
人
物
は「
房
前
の
大
臣
」（
子
方
）を
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

房
前
と
は
藤
原
房
前
を
さ
し
て
い
て
、
房
前
の
祖
父
は
藤
原
氏
の
始
祖
で
あ

る
藤
原
鎌
足
。
大
化
の
改
新
以
降
に
中
大
兄
皇
子（
天
智
天
皇
）の
腹
心
と
し

て
活
躍
し
、
天
智
天
皇
よ
り
最
高
冠
位
の
大
職
冠
を
賜
っ
た
人
物
で
あ
る
。

鎌
足
は
直
接『
海
人
』に
は
名
前
が
上
ら
な
い
の
だ
が「
大
職
冠
物
」と
い
う

言
葉
が
、後
々
の
芸
能
史
の
常
套
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

鎌
足
の
子
供
、
つ
ま
り
房
前
の
父
親
が
藤
原
不
比
等
で
あ
る
。
不
比
等
は

『
海
人
』に
お
い
て「
淡
海
公
」の
諡
号
で
語
ら
れ
る
。
軽
皇
子（
文
武
天
皇
）の

擁
立
に
功
績
が
あ
り
、
天
皇
に
娘
の
宮
子
を
嫁
が
せ
、
首
皇
子（
聖
武
天
皇
）の

外
祖
父
と
な
る
。
さ
ら
に
娘
の
光
明
子（
光
明
皇
后
）を
聖
武
天
皇
に
嫁
が

せ
る
な
ど
、
天
皇
家
と
の
姻
戚
関
係
を
深
め
る
こ
と
で
、
政
治
の
実
権
を

手
中
に
収
め
て
い
っ
た
。
ま
た『
海
人
』に
関
連
す
る
不
比
等
の
足
跡
の
ひ
と

つ
と
し
て
は
、
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
山
階
寺
を
平
城
京
に
移
し
、
名
前
を

興
福
寺
と
改
め
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。

　

不
比
等
に
は
四
人
の
息
子
が
お
り
、
次
男
の
房
前
が
藤
原
北
家
を
築
く



こ
の
真
珠
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
で
、多
く
の
獣
を
獲
る
こ
と
が
で
き
た

―

　

一
方
の『
志
度
寺
縁
起
』の
志
度
寺
と
は
、
香
川
県
さ
ぬ
き
市
志
度
に
あ
る

寺
で
、
藤
原
不
比
等
は
堂
塔
を
建
て
る
な
ど
し
て
、
寺
の
発
展
に
尽
力
し
て

い
る
。『
志
度
寺
縁
起
』と
し
て
知
ら
れ
る
一
連
の
絵
解
き
な
ど
の
源
は
、

鎌
倉
時
代
末
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
能『
海
人
』の

典
拠
と
も
さ
れ
、
縁
起
の
内
容
は
謡
曲
の
構
想
に
よ
く
似
て
い
る
。『
志
度

寺
縁
起
』の
玉
取
り
に
関
す
る
内
容
を
あ
ら
す
じ
に
ま
と
め
る
と『
海
人
』の

概
要
と
重
な
る
の
で
、こ
こ
で
は
省
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

　

あ
く
ま
で
私
情
で
は
あ
る
が『
海
人
』を
観
能
す
る
さ
い
に
感
じ
る
一
種

の
懐
か
し
さ
は
、
ワ
キ
座
の
床
机
に
座
し
た
子
方
の
房
前
の
目
線
と
心
模
様

が
、『
志
度
寺
縁
起
』に
よ
る「
玉
取
り
伝
説
」を
聞
い
た
子
供
の
こ
ろ
の
感
受

性
に
触
れ
る
こ
と
で
わ
き
上
る
。
宝
珠
を
奪
い
返
す
た
め
、海
に
深
く
潜
っ
て

龍
宮
に
至
り
、
悪
龍
を
は
じ
め
恐
ろ
し
い
魚
な
ど
に
肢
体
を
も
が
れ
、
宝
珠

を
隠
す
た
め
に
自
ら
乳
の
下
を
切
り
裂
く
と
い
う
、
母（
前
シ
テ
）が
耐
え

た
痛
さ
苦
し
さ
を
思
う
時
、
子
と
し
て
の
母
へ
の
思
慕
に
胸
が
締
め
つ
け
ら

れ
る
。
同
時
に
、観
能
を
し
て
い
る
現
在
の
私
自
身
は
す
で
に
母
親
と
な
っ
て

い
て
、
わ
が
子
の
立
志
の
た
め
に「
捨
て
ん
命
露
程
も
惜
し
か
ら
じ
」の
詞
章

に
共
鳴
す
る
。
宝
珠
を
取
り
返
す
く
だ
り
の
屈
指
の
見
せ
ど
こ
ろ「
玉

之
段
」に
は
、
苦
悩
の
う
ち
に
愛
す
る
者
を
想
う
決
死
さ
が
に
じ
み
出
て
、

「
玉
之
段
」の
鋭
敏
で
果
敢
な
型
の
連
続
に
、
母
の
気
高
い
誇
り
す
ら
感
じ
ら

れ
る
。

　
『
海
人
』に
お
け
る
発
端
は
、
不
比
等
の
子
と
し
て
華
々
し
く
育
ち
な
が
ら

「
こ
の
身
残
り
て
母
知
ら
ず
」と
母
恋
し
さ
に
出
立
し
た
追
善
の
旅
で
あ
る
。

「
賎
し
き
海
人
の
子
」と
知
っ
て
な
お
、
母
の
名
残
の
地
に
赴
く
子
の
発
心
。

貴
賎
の
身
分
を
生
き
な
が
ら
、
隔
た
り
を
越
え
う
る
精
神
の
も
と
に
展
開

す
る『
海
人
』も
ま
た
、
能
に
共
通
す
る
人
間
の
本
質
の
基
に
描
か
れ
た
世
界

で
あ
る
。

『
海
人
』に
見
る
龍
女
成
仏
、女
人
成
仏

　
『
海
人
』の
舞
台
は「
玉
之
段
」を
見
せ
た
後
、
海
人
が
母
の
亡
霊
で
あ
る

こ
と
を
明
か
す
。
宝
珠
は
無
事
に
取
り
戻
さ
れ
、
子
は
藤
原
氏
の
後
継
者
と

な
り
、
母
と
子
は
再
会
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
物
語
と
し
て
は
一
応

の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し『
海
人
』で
は
こ
こ
ま
で
を
前
場
と
し
、

母
が
筆
跡
を
残
し
て
弔
い
を
乞
う
と
い
う
脚
色
を
つ
な
ぎ
と
し
て
、
後
場
に

つ
な
げ
る
。

　
『
海
人
』の
物
語
を
紡
ぐ
糸
の
彩
り
は
、前
場
と
後
場
の
作
者
の
違
い
を
匂
わ

せ
る
。『
海
人
』の
原
作
は
金
春
系
の
古
能
と
い
わ
れ
、
後
年
、
後
場
を
中
心

と
し
て
世
阿
弥
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
、
さ
ら
に
現
行
の
演
出
形
態
に
整
え

ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

後
場
の
出
端
で
、
橋
掛
か
り
に
登
場
し
た
母
の
霊（
後
シ
テ
）の
姿
に

『
海
人
』の
初
見
者
は
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。
面
は
目
が
金
色
の
泥
眼
、
黒
垂

の
頭
に
は
龍
の
冠
り
物
を
い
た
だ
き
、
鱗
文
様
の
摺
箔
と
い
う
出
立
。
ま
さ

に
龍
態
の
姿
な
の
で
あ
る
。「
冥
路
を
昏
々
と
し
て
」い
た
母
の
霊
は
、
龍
女

に
化
身
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
龍
女
が
登
場
す
る
の
は
、
前
場
の

龍
宮
と
響
き
あ
う
設
定
で
あ
る
こ
と
以
上
に
、『
海
人
』が
つ
く
ら
れ
た
中
世

の
宗
教
観
に
立
脚
し
て
い
る
。
現
代
で
は
社
会
的
に
克
服
さ
れ
て
い
る
宿
業

の
通
念
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
女
人
は
成
仏
で
き
な
い
者
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
世
に
も
女
性
が
成
仏
で
き
る
数
少
な
い
手
立
て
と
し
て『
法
華
経
』

の「
提
婆
達
多
品
」の
功
徳
が
あ
っ
た
。「
提
婆
達
多
品
」に
は
龍
女
が
現
わ
れ

る
く
だ
り
が
あ
る
。

―
龍
宮
で
の
教
化
を
終
え
た
文
殊
菩
薩
が「
娑
竭
羅
龍
王
の
八
歳
に
な
る

娘
の
龍
女
は
知
恵
に
優
れ
て
、
す
み
や
か
に
悟
り
を
開
い
た
」と
明
か
す
。

智
積
菩
薩
や
舎
利
弗
は「
五
障
の
あ
る
女
人
の
身
。
信
じ
ら
れ
な
い
」な
ど

と
疑
う
。
す
る
と
龍
女
が
現
わ
れ
て
、
釈
尊
に
宝
珠
を
捧
げ
、
た
ち
ま
ち
に

男
子
に
変
身
し
て
即
身
成
仏
し
た
様
を
表
わ
し
た

―



　

房
前
の
母
は
、
も
ち
ろ
ん
女
人
で
あ
る
。
し
か
も
殺
生
の
罪
を
負
う

（『
海
人
』で
は
海
松
藻
を
刈
る
）海
人
と
い
う
生
業
の
者
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

龍
と
い
う
人
に
あ
ら
ざ
る
生
き
も
の
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。『
海
人
』は
、

仏
法
に
よ
る
龍
女
成
仏
、
ひ
い
て
は
女
人
成
仏
の
あ
り
が
た
さ
を
謡
う
。

「
龍
神
咸
恭
敬
」と
経
巻
を
懐
に
讃
え
て（
小
書
・
懐
中
之
舞
）、南
方
の
無
垢

世
界
の
浄
土
に
転
生
す
る
龍
女
の
姿
が
、典
雅
で
颯
爽
と
し
た
早
舞
と
な
っ
て

舞
台
の
上
に
立
ち
上
が
る
。

　
『
海
人
』は
女
人
成
仏
を
主
題
と
し
て
完
結
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

謡
曲
の
詞
章
は「
龍
女
成
佛
さ
て
こ
そ
讃
州
志
度
寺
と
号
し　

毎
年
八
講

朝
暮
の
勤
行　

佛
法
の
繁
昌
の
霊
地
と
な
る
も　

こ
の
孝
養
と
う
け
た
ま

は
る
」で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
志
度
寺
の
霊
験
記
の
ご
と
く
要
素
も
、

親
孝
行
の
讃
歌
も『
海
人
』の
曲
趣
を
表
わ
し
た
彩
り
の
綾
で
あ
る
。

近
世
に
引
き
継
が
れ
た「
大
職
冠
物
」

　

能
が
武
家
を
中
心
に
愛
好
さ
れ
た
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
同
時
代
に

流
行
し
て
い
た
芸
能
に
幸
若
舞
が
あ
る
。
幸
若
舞
と
は
曲
舞
の
流
れ
を
汲
む

芸
能
で
、
綿
密
な
語
り
を
と
も
な
う
。
演
目
の
中
に
は「
志
度
寺
縁
起
」な
ど

を
典
拠
と
す
る『
大
職
冠（
大
織
冠
）』と
題
さ
れ
た
作
品
を
持
つ
。『
大
職
冠
』

の
あ
ら
す
じ
を
記
そ
う
。

―
大
職
冠（
藤
原
鎌
足
と
不
比
等
を
合
わ
す
）の
長
女
は
聖
武
天
皇
の
后

と
な
り
、
次
女
の
コ
ウ
ハ
ク
女
は
類
ま
れ
な
美
貌
に
よ
っ
て
、
唐
の
皇
帝
の

妻
と
し
て
望
ま
れ
る
。
コ
ウ
ハ
ク
女
が
唐
に
渡
航
す
る
に
際
し
て
は
、
船
や

従
人
な
ど
を
と
て
つ
も
な
く
豪
華
に
調
え
て
、
大
職
冠
は
日
本
の
威
光
を
示
し

面
目
を
果
た
し
た
。
后
と
な
っ
た
コ
ウ
ハ
ク
女
は
、
興
福
寺
の
釈
迦
仏
建
立

の
願
を
立
て
、釈
迦
仏
の
眉
間
に
は
め
る
宝
珠
を
日
本
に
送
る
こ
と
に
す
る
。

万
戸
将
軍
・
運
宗
の
率
い
る
軍
兵
三
百
人
が
宝
珠
を
守
護
し
て
出
航
す
る
。

海
底
に
潜
む
龍
王
ら
は
宝
珠
を
略
奪
し
よ
う
と
、
運
宗
軍
と
激
戦
を
繰
り

返
す
が
敗
戦
す
る
。
そ
こ
で
龍
王
の
乙
姫
コ
ヒ
サ
イ
姫
を
運
宗
に
近
づ
け

て
、
姫
の
色
香
で
宝
珠
を
盗
ま
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
宝
珠
が
奪
わ
れ
た

地
・
房
前
に
出
向
い
た
大
職
冠
は
、
宝
珠
を
探
索
し
な
が
ら
、
土
地
の
海
人

と
の
間
に
一
子
を
も
う
け
た
。
海
人
は
わ
が
子
を
藤
原
氏
の
棟
梁
と
す
る

こ
と
を
大
職
冠
に
頼
み
、
宝
珠
を
取
り
返
す
た
め
に
龍
宮
に
忍
び
込
む
。
龍
に

食
い
ち
ぎ
ら
れ
、
自
害
し
て
果
て
た
海
人
の
胸
か
ら
は
宝
珠
が
見
つ
か
っ
た
。

宝
珠
は
無
事
に
興
福
寺
の
本
尊
の
眉
間
に
籠
め
ら
れ
た

―

　

一
大
軍
記
物
の
様
相
を
お
び
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
展
開
す
る『
大
職
冠
』

に
加
え
て
、
幸
若
舞
に
は『
大
職
冠
』と
同
様
の
素
材
か
ら
つ
く
ら
れ
た『
海

人
』と『
入
鹿
』が
あ
る
。
近
世
に
至
っ
て
は
、
三
作
を
下
敷
き
に
し
た「
大
職

冠
物
」と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
引
き
継
が
れ
、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃

『
大
職
冠
』を
は
じ
め
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
能
や
幸
若
舞
に

限
ら
ず
、
近
世
の
演
劇
や
舞
踊
に
も
抵
抗
な
く
取
り
入
れ
ら
れ
た「
志
度
寺

縁
起
」や「
玉
取
り
伝
説
」は
、日
本
人
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
認
識
し
、虚
実

を
交
え
て
演
出
を
試
み
た
く
な
る
格
好
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
能『
海
人
』の
宝
珠「
面
向
不
背
の
珠
」の
行
方
を
追
お
う
。
そ
も

そ
も
こ
の
宝
珠
の
名
前
は
、
玉
の
中
に
お
わ
す
釈
迦
如
来
の
像
が
い
ず
く
の

方
角
か
ら
拝
し
て
も
、背
を
向
け
る
こ
と
な
く
正
面
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら

名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
珍
し
い
宝
珠
は
、
折
か
ら
造
像
中
で
あ
っ
た

興
福
寺
中
金
堂
の
本
尊
で
あ
る
釈
迦
如
来
の
眉
間
に
つ
け
ら
れ
、
そ
の
後
、

仏
頭
の
中
に
納
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
康
平
三
年（
一
〇
六
〇
）の

大
火
に
よ
っ
て
、
中
金
堂
は
炎
上
し
本
尊
と
も
ど
も
宝
珠
も
焼
失
し
た
と

さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
五
十
一
年
、
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
竹
生
島
の

宝
厳
寺
で
、
こ
の
宝
珠
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
海
人
が
命
を
か
け
て

海
底
よ
り
取
り
出
し
た「
面
向
不
背
の
珠
」は
、
千
三
百
年
の
時
を
経
て
、

今
な
お
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
縁
の
糸
を
紡
い
で
い
る
ら
し
い
。




