
　

世
阿
弥
晩
年
期
の
自
信
作
で
、今
日
も
名
作
と
評
価
さ
れ
て
い
る

《
砧
》は
、そ
の
よ
う
な
評
価
と
は
う
ら
は
ら
に
、じ
つ
は
い
ま
ひ
と
つ

そ
の
設
定
に
す
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
は
、《
砧
》の
冒
頭
で
は
、訴
訟
の
た
め
に
在
京
三
年
に
な

る
芦
屋
の
某（
ワ
キ
）が
、「
こ
の
秋
に
は
帰
国
で
き
な
い
が
、年
の
暮

れ
に
は
か
な
ら
ず
帰
国
す
る
」と
の
伝
言
を
侍
女
の
夕
霧（
ツ
レ
）に

託
し
て
夕
霧
を
芦
屋
に
下
ら
せ
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
夕
霧
は
ひ
た

す
ら
夫
の
帰
国
を
待
っ
て
い
た
妻（
シ
テ
）に
、「
い
か
に
申
し
候
、殿

は
こ
の
秋
も
お
ん
下
り
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
」と
伝
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。芦
屋
の
某
が「
こ
の
秋
に
は
帰
れ
な
い
が
暮
れ
に
は
か
な

ら
ず
帰
る
」と
言
伝
し
た
の
に
た
い
し
て
、夕
霧
は「
殿
は
こ
の
秋
に

も
帰
れ
な
い
」と
伝
え
た
だ
け
で
、「
暮
れ
に
は
か
な
ら
ず
帰
る
」と

い
う
伝
言
の
肝
要
の
部
分
を
伝
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。そ
の
結

果
、妻
は
、「
う
ら
め
し
や
、せ
め
て
は
年
の
暮
れ
を
こ
そ
、い
つ
わ
り

な
が
ら
待
ち
つ
る
に
、さ
て
は
は
や
ま
こ
と
に
変
は
り
は
て
た
ま
ふ
ぞ

や
」と
絶
望
し
、や
が
て
病
を
え
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、

《
砧
》の「
す
っ
き
り
し
な
い
構
成
」と
い
う
の
は
、こ
の
よ
う
な
芦
屋

の
某
の
伝
言
と
夕
霧
の
伝
達
内
容
と
の
く
い
ち
が
い
と
、夫
が
暮
れ

に
は
帰
る
と
い
う
の
に
妻
が
深
く
絶
望
し
て
病
死
し
て
し
ま
う
と
い

う
設
定
に
集
約
さ
れ
て
い
る
、と
し
て
よ
い
か
と
思
う
。観
世
流
と

宝
生
流
で
は
、こ
の
設
定
を
不
審
と
し
て
右
の
夕
霧
の
言
葉
を
、「
い

か
に
申
し
候
、都
よ
り
人
の
参
り
て
候
ふ
が
、こ
の
年
の
暮
れ
に
も
お

ん
下
り
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
」と
改
訂
し
て
い
る
が
、こ
の
改
訂
は
、

《
砧
》の
前
場
が
夕
霧
が
芦
屋
に
下
っ
た
秋
の
一
夜
の
で
き
ご
と（
そ

れ
が
本
来
の
設
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、田
口
和
夫
氏
の「〈
砧
〉

の
時
間（
秋
・三
年
）」『
能
・
狂
言
研
究
』に
指
摘
が
あ
る
）で
は
な
く
、

夕
霧
の
芦
屋
到
着
か
ら
何
日
も
時
日
が
経
過
し
た
か
の
よ
う
に
思

わ
せ
る
結
果
と
も
な
り
、《
砧
》と
い
う
作
品
の
構
成
理
解
、ひ
い
て

は
そ
の
鑑
賞
に
小
さ
か
ら
ぬ
影
響
を
お
よ
ぼ
す
結
果
を
も
招
来
し

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
芦
屋
の
某
の
伝
言
と
夕
霧
の
伝
達
内
容
と
の
く
い

ち
が
い
に
つ
い
て
は
、夕
霧
を
芦
屋
の
某
の
愛
妾
と
み
て
、愛
妾
夕
霧

の
悪
意
に
よ
る
意
図
的
な
言
い
換
え
と
す
る
見
方
が
比
較
的
根
強

く
存
在
し
て
い
る
が
、は
た
し
て
、そ
の
よ
う
な
見
方
が
、作
者
世
阿

弥
を
し
て
、「
か
や
う
の
能
の
味
は
い
は
末
の
世
に
知
る
人
あ
る
ま

じ
」と
い
わ
せ
、ま
た「
無
上
無
味
」と
い
わ
せ
た《
砧
》に
ふ
さ
わ
し

《
砧
》の“
三
年
の
秋
”と
そ
の
背
景　

—

『
戸
令
』の「
再
嫁
」規
定
な
ど
を
め
ぐ
っ
て—
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こ
れ
は
す
で
に
結
婚
し
た
男
女
に
つ
い
て
の
規
定
で
、夫
が
長
い
こ

と
不
在
の
場
合
に
妻
が
再
嫁
で
き
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
そ
の
場
合
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ

ち
、一つ
は
、夫
が
遠
境
で
落
ち
ぶ
れ
て
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
で
、も
う
一

つ
は
、夫
が「
逃
亡
」し
て
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
で
あ
る
。前
者
は
、夫

婦
に
子
が
あ
る
場
合
は
五
年
、子
が
な
い
場
合
は
三
年
の
あ
い
だ
夫

が
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、妻
に
再
嫁
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、後
者
は
、子
が
あ
る
場
合
は
三
年
、子
が
な
い
場
合
は
二
年
の
あ

い
だ
夫
が
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、妻
に
再
嫁
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。ま
た
、『
令
集
解
』や『
令
集
義
』で
は
、夫
婦
が
同
じ
里

に
い
な
が
ら
、別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
場
合
に
も
、妻
の
再
嫁
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
解
釈
が
注
と
し
て
記
さ
れ
て
も
い
る
が
、と
も
あ
れ
、

わ
が
国
古
代
の『
令
』に
は
、夫
の
長
い
不
在
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
規

定
が
盛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の『
令
』の
規
定
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、こ
こ
に
記
さ
れ
た
再

嫁
の
要
件
が
、さ
き
に
紹
介
し
た《
砧
》の「
三
年
の
秋
」を
絶
対
に

譲
れ
な
い
期
限
と
す
る
設
定
と
あ
い
通
じ
る
面
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。も
ち
ろ
ん
、《
砧
》の
妻
に
は
再
嫁
の
意
志
な
ど
な
く
、そ
の
点
は

『
令
』の
再
嫁
の
規
定
と
は
異
な
る
の
だ
が
、二
年
な
り
三
年
な
り

五
年
な
り
夫
が
不
在
の
場
合
は
妻
の
再
嫁
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る

『
令
』の
規
定
は
、視
点
を
変
え
る
な
ら
ば
、右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年

数
は
、妻
が
待
つ
こ
と
が
で
き
る
—
夫
婦
間
の
絆
が
保
た
れ
る
—

ギ
リ
ギ
リ
の
年
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。そ
う
考
え
る
と
、

い
か
は
、は
な
は
だ
疑
問
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。こ
の
点
、筆
者
な
ど

は
、《
砧
》で
は
夫
の
不
在
が「
こ
の
秋
」で
ま
る
三
年
に
な
る
こ
と
、そ

の「
三み
と
せ年
の
秋
」が
妻
が
待
つ
こ
と
の
で
き
る
限
界
と
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
て
、《
砧
》の
妻
に
あ
っ
て
は
、夫
の
不
在
が
ま
る
三

年
に
な
る「
こ
の
秋
」ま
で
に
夫
が
帰
国
す
る
か
ど
う
か
が
最
大
の

問
題
で
あ
り
、《
砧
》に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
純
化
さ
れ
た
妻
の
意

識
が
恋
慕
と
怨
磋
と
い
う
主
題
の
描
出
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し

て
い
る
、と
考
え
て
い
る
の
だ
が（
拙
著『
現
代
能
楽
講
義

—

能
と
狂
言
の
魅
力

と
歴
史
に
つ
い
て
の
十
講

—

』大
阪
大
学
出
版
会
）、こ
こ
で
は
、夫
が
長
年
不
在

の
場
合
、妻
が
再
嫁
で
き
る
と
し
て
い
る
古
代
の『
戸
令
』の
規
定
を

紹
介
し
て
、あ
ら
た
め
て
、世
阿
弥
が《
砧
》に
お
い
て
設
定
し
た「
三

年
の
秋
」の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

わ
が
国
の『
令
』は
、七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、『
近
江
令
』

『
飛
鳥
淨
御
原
令
』『
大
宝
令
』『
養
老
令
』が
制
定
さ
れ
た
が
、そ

の
婚
姻
関
係
の
条
に
は
、「
改
嫁（
再
嫁
）」に
つ
い
て
の
規
定
と
し
て
、

婚
姻
が
決
定
し
た
あ
と
、男
が
理
由
な
く
三
カ
月
結
婚
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
り
、男
が
一カ
月
逃
亡
し
て
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
り
、遠
境

で
落
ち
ぶ
れ
て
一
年
帰
ら
な
か
っ
た
場
合
、女
が
そ
の
家
を
離
れ
よ
う

と
希
望
す
れ
ば
許
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
あ
と
に
、つ
ぎ
の
よ
う

な
規
定
が
み
え
る（『
令
集
解
』に
よ
る
）。

　

雖
二
已
一
成
、其
夫
没

—

二
落
外
蕃
一
、有
レ
子
五
年
、無
レ
子
三
年
不
レ
帰
、

　

及
二
逃
亡
一
、有
レ
子
三
年
、無
レ
子
二
年
不
レ
出
者
、並
聴
二
改
嫁
一
。



『
令
』の
規
定
と《
砧
》の「
三
年
の
秋
」と
い
う
設
定
は
表
裏
一
体
の

関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。訴
訟
で
上
洛
し
た
芦
屋
の
某
は
三
年
の

あ
い
だ
妻
に
消
息
を
知
ら
せ
ず
、妻
が
ひ
た
す
ら
待
っ
て
い
た「
三
年

の
秋
」ま
で
に
帰
国
し
な
か
っ
た
。《
砧
》の
妻
は
、「
殿
は
こ
の
秋
も

お
ん
下
り
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
」と
い
う
夕
霧
の
言
葉
を
聞
い
て
病

を
得
て
死
に
、ま
た
、亡
者
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
後
場
で
は
、来
世
ま

で
と
約
束
し
た
夫
の
違
約
を
、「
烏
て
ふ
、大
嘘
鳥
も
心
し
て
、現
し

人
と
は
た
れ
か
言
ふ
」と
は
げ
し
く
責
め
た
て
る
。こ
こ
で
、夫
が
暮

れ
に
は
帰
る
と
言
っ
て
い
る
の
に
、妻
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
は
げ
し
く
夫

の
三
年
の
不
在
を
違
約
と
し
て
責
め
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、

《
砧
》の
妻
が「
三
年
の
秋
」に
こ
だ
わ
る
の
は
、『
令
』が
規
定
し
て

い
る
よ
う
な
再
嫁
に
つ
い
て
の
慣
習
あ
る
い
は
慣
習
法
が
室
町
時
代

に
存
在
し
て
い
て
、夫
が
三
年
間
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、妻
は

夫
の
裏
切
り
と
受
け
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、こ
の
点
に

つ
い
て
の
筆
者
の
理
解
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、そ
う
主
張
す
る
た
め
に
は
、世
阿
弥
晩
年
期
の
室
町

時
代
初
期
に
お
い
て
、そ
う
し
た
慣
習
あ
る
い
は
慣
習
法
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、『
中
世
法
制
史
料
集
』

な
ど
に
集
成
さ
れ
た
法
制
史
料
類
な
ど
に
は
そ
の
種
の
規
定
は
見

当
た
ら
ず
、慣
習
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
、現
時
点
で

は
確
か
め
え
な
い
。し
た
が
っ
て
、こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
推

測
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、こ
こ
で
ぜ
ひ
と
も
言
及
し
て
お
き
た
い
と

思
う
の
は
、夫
の
不
在
三
年
で
再
嫁
し
た
妻
の
も
と
に
夫
が
帰
っ
て

く
る
と
い
う『
伊
勢
物
語
』二
十
四
段
の
物
語
で
あ
る（
そ
こ
で
妻
は

「
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
…
」と
い
う
歌
を
詠
む
）。

こ
の
二
十
四
段
の
物
語
に
つ
い
て
は
、『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
沙
』や

『
伊
勢
物
語
闕
疑
沙
』（
細
川
幽
斎
）な
ど
の『
伊
勢
物
語
』の
注
釈

書
で
は『
令
』の
改
嫁
に
つ
い
て
の
規
定
が
注
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
が

（
こ
の
こ
と
は
田
口
和
夫
氏「〈
砧
〉を
読
む
—
三
年
・
夕
霧
—
」『
能

楽
研
究
』２
３
号
に
指
摘
が
あ
る
）、二
十
四
段
の
物
語
は
ま
さ
に

『
令
』が
機
能
し
て
い
た
時
代
の
物
語
で
あ
り
、こ
の
物
語
の
背
後
に

『
令
』の
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、そ

の
点
で
、『
伊
勢
物
語
闕
疑
沙
』な
ど
の
注
は
的
を
射
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。と
す
れ
ば
、こ
の『
伊
勢
物
語
』二
十
四
段
は
、文
芸

作
品
が『
令
』の
再
嫁
の
規
定
を
背
景
に
作
ら
れ
て
い
る
具
体
例
と

な
る
わ
け
で
、そ
れ
は《
砧
》の「
三
年
の
秋
」の
背
景
を
考
え
る
場

合
の
貴
重
な
類
例
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、「
こ
の
秋
に
も
帰
れ
な
い
」と
い
う
伝
言
を
聞
い
た
妻
の
言

葉
、「
う
ら
め
し
や
、せ
め
て
は
年
の
暮
れ
を
こ
そ
、い
つ
わ
り
な
が
ら

待
ち
つ
る
に・・・
」も
チ
グ
ハ
グ
な
感
じ
を
与
え
る
セ
リ
フ
で
あ
る
。と

い
う
の
も
、一
曲
の
冒
頭
で
、芦
屋
の
某
は「
暮
れ
に
は
帰
る
」と
明
言

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、こ
の「
い
つ
わ
り
な
が
ら
」は
、夫
の

こ
と
で
は
な
く
、妻
自
身
の
気
持
の
こ
と
で
、「
せ
め
て
は
年
の
暮
れ

の
帰
国
を
、自
分
の
心
を
偽
っ
て
ま
で
、待
っ
て
い
た
の
に
」の
意
で
は

な
い
か
と
思
う
。こ
う
み
て
く
る
と《
砧
》は
現
行
の
下
掛
り
の
形
で

整
合
的
な
把
握
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。




