
〈
鵺
〉に
お
け
る
型
の「
加
減
」　

中
嶋 

謙
昌

灘
中
学
校
高
等
学
校
教
諭
・
能
楽
研
究
者

シ
テ「
矢
取
つ
て
う
ち
番
ひ
、
地「
南
無
八
幡
大
菩
薩
と
、
心
中
に

祈
念
し
て
、
よ
つ
ぴ
き
ひ
や
う
ど
放
つ
矢
に
、
手
応
へ
し
て
は
た
と

当
た
る
、
得
た
り
や
お
う
と
矢
叫
び
し
て
、
落
つ
る
所
を
猪
の
早
太
、

つ
つ
と
寄
り
て
続
け
さ
ま
に
、
九
刀
ぞ
刺
い
た
り
け
る
、
さ
て
火
を

灯
し
よ
く
見
れ
ば
、頭
は
猿
尾
は
蛇
、足
手
は
虎
の
如
く
に
て
、鳴
く

声
鵺
に
似
た
り
け
り
、恐
ろ
し
な
ん
ど
も
、愚
か
な
る
形
な
り
け
り
。

　

シ
テ
は
、頼
政
と
な
っ
て
帝
を
悩
ま
す
鵺
を
矢
で
射
抜
く
と
、引
き
続
き

猪
の
早
太
と
な
っ
て
、落
下
し
た
鵺
に
と
ど
め
を
刺
し
、松
明
を
灯
し
て

検
分
を
行
な
う
。
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
緊
迫
感
の
あ
る
場
面
で
あ
る
が
、

『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』で
は
次
の
よ
う
な
演
出
を
記
す
。

「
猪
の
早
太
」と
、
右
の
方
ヘ
心
付
け
て
見
て
、
立
て
、
つ
る
つ
る
と

寄
り
、お
さ
へ
て
、扇
さ
か
さ
ま
に
取
り
直
し
て
も
、ま
た
そ
の
ま
ま

も
、
二
つ
三
つ
つ
く
仕
舞
す
る
。
…
扇
高
く
持
ち
て
、「
頭
は
猿
尾

は
蛇
」と
後
先
を
見
る
。
松
明
の
心
な
り
。「
足
手
は
虎
の
」、
心
持

有
る
べ
し
。
さ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
細
か
に
見
過
ぎ
る
も
い
か
が
。

加
減
有
る
べ
し
。

　

鵺
に
近
寄
っ
て
刀
で
刺
す
演
技
で
は
、
刀
に
見
立
て
た
扇
を
持
ち

直
し
、要
で
刺
し
て
も
、あ
る
い
は
持
ち
直
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
刺
し
て
も

よ
い
と
す
る
。
詞
章
に
は「
九
刀
ぞ
刺
し
た
り
け
る
」と
あ
る
が
、
実
際

に
は
九
回
刺
す
よ
う
な
演
技
は
行
な
わ
ず
、
二
回
な
い
し
は
三
回
刺
す

こ
と
で「
九
刀
」を
表
現
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
振
り
上
げ
た
扇
を
松
明
に
擬
し
て
鵺
の
姿
を
見
る
の
で

あ
る
が
、頭
・
尾
・
手
足
を
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
は
、詳
し
く
書
か
れ
て

い
な
い
。
他
の
型
付
を
参
照
す
る
と
、
シ
テ
は「
頭
は
猿
」で
左
下
、

「
尾
は
蛇
」で
右
下
を
見
る
こ
と
が
多
い（『
少
進
能
伝
書
』な
ど
）。
と

す
れ
ば
、鵺
は
頭
を
左
に
向
け
て
倒
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

初
期
能
型
付
』に
拠
り
、表
記
は
私
に
改
め
た
）。

む
か
し
鼻
金
剛
な
ど
は
、「
心
の
闇
を
弔
ひ
給
へ
」と
、
舟
竿
持
ち
な
が

ら
両
手
に
て
脇
を
合
掌
仕
り
た
る
と
な
り
。
惣
別
、
か
や
う
の
こ
び

た
る
仕
舞
は
、
観（
＝
観
世
）・
金（
＝
金
春
）両
座
に
は
無
き
な
り
。

他
座
の
名
人
の
仕
置
き
候
ふ
仕
舞
な
り
。

　

鼻
金
剛
と
は
、
室
町
後
期
に
活
躍
し
た
金
剛
流
中
興
の
祖
、
金
剛
氏
正
の

異
名
で
あ
る
。
と
き
に
宙
返
り
を
見
せ
る
な
ど
、
ケ
レ
ン
味
の
あ
る
華
麗
な

演
技
で
知
ら
れ
た
氏
正
は
、
前
場
の
初
同「
さ
さ
で
来
に
け
り
空
舟
、現
か

夢
か
明
け
て
こ
そ
、み
る
め
も
刈
ら
ぬ
芦
の
屋
に
、一
夜
寝
て
蜑
人
の
、心
の
闇
を

弔
ひ
給
へ
」で
、舟
竿
を
持
っ
た
ま
ま
ワ
キ
に
向
か
っ
て
合
掌
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
場
面
は
、鵺
の
化
身
で
あ
る
舟
人（
前
シ
テ
）が
、僧（
ワ
キ
）に
回
向

を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
シ
テ
が
登
場
し
て
間
も
な
い
こ
と
も

あ
り
、
通
常
は
ワ
キ
に
向
く
程
度
の
簡
単
な
所
作
に
と
ど
ま
る
。
氏
正
は

序
盤
に
し
て
は
派
手
な
演
技
を
選
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

　

同
書
で
は
こ
の
所
作
を「
こ
び
た
る
仕
舞
」と
評
価
す
る
が
、闌
曲
を「
こ
び

た
け
た
る
、物
の
本
に
な
る
べ
き
哉
」（
金
春
禅
竹『
至
道
要
抄
』）と
表
現
し
た

例
な
ど
か
ら
、
こ
こ
で
は「
年
功
を
感
じ
さ
せ
る
趣
の
あ
る
所
作
」と
い
う

意
味
で
、肯
定
的
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
。
と
も
か
く
も
、こ
の
記
述
は
氏
正

の
写
実
的
な
演
技
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
あ
ま
り
詳
し
く
知
ら
れ
て

い
な
い
金
剛
流
の
古
演
出
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、前
場
の
型
ど
こ
ろ
は
こ
こ
で
は
な
く
、鵺
退
治
の
有
様
を
物
語

る
ク
セ
に
あ
ろ
う
。
シ
テ
は
そ
の
後
半
で
表
意
的
な
所
作
を
連
ね
て
ゆ
く
。

　

所
作
の
詳
細
は
さ
て
お
き
、
こ
の
場
面
で
同
書
が
注
意
す
る
の
は「
加
減
」

で
あ
り
、
あ
ま
り
細
か
に
見
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
意
的
な
型
が

見
ど
こ
ろ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
過
剰
に
写
実
的
で
あ
る
こ
と
は
逆
効
果

だ
と
い
う
判
断
だ
ろ
う
。
同
書
の
別
の
部
分
に
は「
曲
舞
に
色
々
の
仕
舞
、

居
な
が
ら
す
る
流
も
有
り
」と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
座
っ
た
ま
ま
演
技
を

す
る
抑
制
的
な
手
法
を
用
い
る
一
派
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

抑
制
的
な
演
出
を
選
び
う
る
場
面
は
後
場
に
も
あ
る
。
正
体
を
現
し
た

鵺
を
見
て
、
ワ
キ
の
僧
が「
不
思
議
や
な
目
前
に
来
れ
る
者
を
見
れ
ば
、

面
は
猿
足
手
は
虎
、
聞
き
し
に
変
は
ら
ぬ
変
化
の
姿
、
あ
ら
恐
ろ
し
の
者

や
な
」と
独
白
す
る
。
こ
の
場
面
で
の
シ
テ
の
型
に
つ
い
て
、『
岡
家
本
江

戸
初
期
能
型
付
』は「
働
く
や
う
に
も
す
る
。
…
ま
た
そ
の
ま
ま
も
居
る
」と

い
う
二
つ
の
演
出
を
記
す
。「
働
く
」と
は
、働
キ
や
イ
ロ
エ
の
よ
う
な
所
作
を

見
せ
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、現
在
の
演
出
で
も
、ワ
キ
の
独
白
に
合
わ
せ

て
、シ
テ
が
舞
台
を
一
回
り
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、常
座
で
動
か
な
い
こ
と

も
あ
る
。
シ
テ
が
動
く
か
否
か
は
、演
じ
手
の
解
釈
と
選
択
次
第
で
あ
る
。

　

今
回
の〈
鵺
〉
は
小
書「
白
頭
」で
上
演
さ
れ
る
。
通
常
赤
頭
で
あ
る
後

シ
テ
の
仮
髪
を
白
頭
と
す
る
特
殊
演
出
で
、
他
流
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
詳
細
な
演
出
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
金
剛
流
で
は
、
後
シ
テ
の

面
が
猿
飛
出
、
装
束
が
白
地
法
被
・
白
地
半
切
と
白
系
に
統
一
さ
れ
、
謡
や

型
に
緩
急
が
つ
き
、
終
曲
は
ワ
キ
留
と
さ
れ
る
。
概
ね
型
が
激
し
く
な
る

よ
う
で
あ
る
が
、「
白
頭
」を
鵺
の
年
功
を
強
調
す
る
演
出
と
考
え
れ
ば
、

別
の
工
夫
も
可
能
で
、抑
制
を
効
か
せ
た
表
現
も
あ
り
う
る
。

　

平
成
六
年
十
月
・
金
剛
定
期
能
、
廣
田
陛
一
師
の〈
鵺 

白
頭
〉
で
は
、

後
場
で「
さ
て
も
我
悪
心
外
道
の
変
化
と
な
つ
て
、
仏
法
王
法
の
障
り
と

な
ら
ん
と
、
王
城
近
く
遍
満
し
て
」
と
謡
い
な
が
ら
橋
掛
り
に
行
き
、

一
ノ
松
の
欄
干
に
足
を
掛
け
た
。
そ
の
鮮
や
か
な
型
は
、
悪
心
強
き
鵺
の

身
体
表
現
と
し
て
い
か
に
も
効
果
的
で
あ
っ
た
。
型
の
多
い
中
で
さ
ら
に

派
手
な
型
を
入
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
動
き
を
抑
え
て
焦
点
を
絞
る
の
か
。

演
者
の
感
覚
が
問
わ
れ
る
能
で
あ
ろ
う
。

　

能〈
鵺
〉
は
世
阿
弥
作
の
鬼
畜
物
で『
平
家
物
語
』を
典
拠
と
し
て

い
る
。「
頭
は
猿
、
む
く
ろ
は
狸
、
尾
は
蛇
、
手
足
は
虎
の
姿
」
で
、

「
鳴
く
声
、
鵺（
ト
ラ
ツ
グ
ミ
と
さ
れ
る
）に
ぞ
似
た
」る
ゆ
え
に
、
怪
鳥

は「
鵺
」と
呼
ば
れ
た
。
夜
な
夜
な
内
裏
に
飛
来
し
て
は
近
衛
天
皇
を

悩
ま
し
、源
頼
政
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
た
と
い
う
。

　

能
の
詞
章
は『
平
家
物
語
』の
表
現
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、

敗
者
で
あ
る
鵺
の
亡
霊
を
シ
テ
に
仕
立
て
、
鵺
自
身
の
昔
語
り
と
し
て

描
き
直
し
て
い
る
。「
全
体
に
化
鳥
の
悲
哀
感
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
」、

世
阿
弥
の
能
と
し
て
は「
特
異
な
作
風
」
と
も
さ
れ
る（
三
宅
晶
子

「
世
阿
弥
か
ら
の
出
発
」『
歌
舞
能
の
成
立
と
展
開
』
）。

  

演
出
面
で
は
、鵺
退
治
の
顛
末
を
仕
方
話
で
物
語
る（
＝
身
ぶ
り
を
交
え
て

物
語
る
）と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。〈
鵺
〉の
シ
テ
は
単
純
に
自
ら
の
威
力
を

示
す
存
在
で
は
な
い
。
退
治
さ
れ
る
鵺
と
、
退
治
す
る
頼
政
、
猪
の
早
太

と
い
う
複
数
の
人
物
を
演
じ
分
け
、
表
意
的
な
所
作
を
交
え
な
が
ら

過
去
を
再
現
す
る
。
こ
の
演
出
手
法
は
同
じ
世
阿
弥
作
の
能〈
忠
度
〉

と
似
て
い
る
。〈
忠
度
〉
の
後
場
で
は
、
シ
テ
の
平
忠
度
が
、
討
た
れ
る

忠
度
と
討
つ
岡
部
六
弥
太
を
一
人
で
演
じ
分
け
、自
ら
の
死
を
物
語
る
。

〈
鵺
〉と
通
ず
る
手
法
と
言
え
よ
う
。

　
〈
鵺
〉
の
演
出
史
に
は
、
強
い
印
象
を
与
え
る
表
意
的
な
所
作
を
一
曲

の
中
で
ど
う
生
か
す
の
か
、
と
い
う
工
夫
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、
演
者

た
ち
も
そ
の
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
。
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る

資
料
に『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』
が
あ
る
。
同
書
に
は
、
室
町

後
期
か
ら
江
戸
初
期
の
演
出
が
豊
富
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、古
の
演
者
の

足
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（
引
用
は
藤
岡
道
子
編『
岡
家
本
江
戸




