
『
認
童
子
小
う
た
ひ
井
警
計
人
』
収
載
の
狂
言
記
に
つ
い
て

○
、
ば
じ
め
に

万
治
三

（
一
六
六
〇
）

わ
れ
た
版
本
「
狂
言
記
」

し
た
狂
言
台
本
の
流
派

大

倉

浩

八
1
）

年の

『
ゑ
入
狂
言
記
』

（
以
下
、
正
篇
万
治
版
と
呼
ぶ
）

刊
行
に
始
ま
り
、
江
戸
期
を
通
じ
て
盛
ん
に
行

（
四
種
全
二
百
番
、
以
下
、
四
種
の
総
称
と
し
て

「
狂
言
記
」
と
呼
ぶ
）

の
出
版
で
あ
る
が
、
そ
の
依
拠

へ
2
）

出
自
を
は
じ
め
と
し
て
編
集
の
経
緯
に
も
不
明
の
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
初
版
か
ら
改
版
・
補

刻
本
へ
と
版
を
変
え
て
い
【
く
中
で
も
、
本
文
や
さ
し
絵
に
改
変
が
行
わ
れ
、
狂
言
の
舞
台
や
用
語
の
変
遷
を
知
る
う
え
で
注
意
す
べ

（
3
）

（
4
）

き
事
柄
が
多
く
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
正
徳
元

（
一
七
一
一
）
年
刊
『
謂
童
子
小
う
た

』

（
以
下
、
本
書
と
呼
ぶ
）

は
、
観
世
流
の
小
謡
な
ど
部
分
謡
を
集
め
て
版
行
さ
れ
た
小
謡
本
の
心
種
で
あ
る
が
、
題
名
に
あ
る
よ
う
に
小
謡
の
ほ
か
に
頭
書
と

し
て
狂
言
一
七
番
を
さ
し
絵
入
り
で
併
記
し
て
い
る
。
本
書
中
に
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
版
本
「
狂
言
記
」
に
拠
っ

た
も
の
で
、
そ
れ
も
正
篇
と
元
禄
一
三

（
一
七
〇
〇
）

年
刊
『
狂
言
記
外
五
十
香
』

（
以
下
、
外
篇
と
呼
ぶ
）

の
二
種
か
ら
引
用
し

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
本
文
や
さ
し
絵
が
、
正
篇
・
外
篇
の
ど
の
版
に
拠
っ
た
も
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な
異
同

が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
一
七
番
と
番
数
が
少
な
く
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
「
狂

00
12

言
記
」

の
別
版
と
し
て
、
看
過
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
本
書
収
載
の
「
狂
言
記
」
の
本
文
・
さ
し
絵
に
つ
い
て
、
諸
版
本
と
の
比
較
の
結
果
の
一
端
を
報
告
し
、
「
狂
言
記
」

l

出
版
の
流
れ
の
中
で
の
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。

『琴芝童子小うたひ粗肴記入』収蔵の狂言記について

一
、
『
謂
童
子
か
う
た
ひ
井
誓
慧
』 に

つ
い
て

ま
ず
、
本
書
の
概
略
を
述
べ
る
。
大
き
さ
は
半
紙
版
、
紺
表
紙
の
版
本
で
、
奥
付
に

右
小
謡
者
観
世
当
流
之
以

章
句
秘
密
悉
令
改
正
者
也

正
徳
元
年
六
月
吉
日

書雄

大
坂
順
慶
町
一
丁
目
‥
筋

田
原
屋
平
兵
衛
梓

と
い
う
識
語
と
刊
記
が
あ
る
。
『
国
書
総
目
録
』

に
よ
る
と
、
鴻
山
文
庫
を
は
じ
め
京
都
府
立
大
学
な
ど
が
所
蔵
し
て
お
り
、
書
辟

名
に
は
日
原
屋
以
外
の
刊
記
を
持
つ
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
筆
者
が
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
法
政
大
学
能
楽
研

究
所
鴻
山
文
庫
本

（十

91番）

に
拠
っ
て
い
る
が
、
鴻
山
文
庫
に
も
「
明
和
九
年

和
泉
屋
卯
兵
衛
」
「
文
化
十
三
年

河
内
屋

叫5

太
助
」

の
刊
記
を
も
つ
再
刷
本
が
あ
る
。

本
書
は
一
冊
本
で
表
紙
左
上
に
、

謂
童
子
小
う
た
ひ
沖
碓
∵
凝
人
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と
い
う
題
箋
が
あ
り
、
見
返
し
に
、

う
た
ひ
し
ん
こ
く

ぷ
か
く
し
う
げ
ん

ぞ〈

し

夫
謡
は
神
国
の
舞
楽
祝
言
の
風
俗
な
り
其
徳
の
轟
き
事
普
く
人
々
の
知
れ
る
わ
ざ
な
れ
ば

と
始
ま
り
、
謡
い
の
重
要
性
と
稽
古
の
必
要
性
を
述
べ
る
序
文
が
あ
る
。
そ
の
終
り
に
、

も
つ
は

し
ナ

なら

ぬき

か
つ
あ
い

き
ゃ
う
げ
ん
き

か
し
ら

ど
う
じ

渡
る
世
間
の
子
供
衆
の
専
ら
師
象
に
入
て
習
は
る
ゝ
所
を
抜
出
し
且
間
の
狂
言
記
を
頭
に
書
く
は
へ
童
子
小
謡
と
名

ほ
ん
か
う

付
夜
行
せ
し
む
る
者
之

と
頭
書
に
つ
い
て
「
間
狂
言
」
を
書
き
加
え
た
と
の
説
明
が
あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
間
狂
言
」

で
は
な
く
本

狂
言
で
あ
っ
て
、
序
文
の
説
明
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。
続
く
一
丁
表
に
は

「
常
に
御
嗜
み
有
べ
き
事
」
と
し
て
、
謡
い
方
の
注
意

一
〇
箇
条
が
あ
り
、
下
段
に
は
翁
舞
台
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
丁
裏
は
目
録
で
、
高
砂
か
ら
は
じ
ま
る
小
謡
や
ク
セ
謡
な
ど
計
六

〇
曲
を
春
夏
秋
冬
雑
の
順
に
配
し
て
い
る
。
全
て
五
十
丁
。
本
書
の
解
題
ほ
、
褒
章

（
一
九
六
五
）

に
あ
り
、
表
氏
に
よ
っ
て
す
で

に
本
書
の
頭
書
の
狂
言
が
「
狂
言
記
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
狂
言
記
」
研
究
の
中
で
本
書

に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
管
見
に
は
な
く
、
筆
者
自
身
も
こ
の
表
氏
の
解
題
か
ら
本
書
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

頭
書
は
一
丁
裏
の
目
録
の
上
か
ら
始
ま
り
、
ま
ず
「
狂
言
記
」
と
内
題
が
あ
り
、

じ
せ
ん
石

弐人

大名

立
ゑ
ぼ
し

ち
い
さ
刀

長
は
か
ま

く
は
じ
や

半
は
か
ま
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と
曲
名
・
役
者
・
装
束
が
記
さ
れ
、
続
い
て
、

盛
大
名

ま
か
り
出
た
る
は
か
く
れ
も
な
い
大
名

と
い
う
よ
う
に
役
名
と
セ
リ
フ
が
二
〇
行
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
絵
は
本
文
の
途
中
、
丁
の
表
側
に
一
〇
行
分
程
度
の
ス
ペ
ー

ス
で
舞
台
の
役
者
が
簡
略
に
描
か
れ
て
い
る
。
狂
言
に
つ
い
て
は
目
録
が
な
く
、
「
二
千
石
」
か
ら
「
福
の
神
」
ま
で
一
七
番
が
連

続
し
て
書
か
れ
て
い
て
最
終
五
十
丁
裏
に
、

右
之
狂
言
記
十
七
香
者

秘
密
之
以
正
本
令
敢

行
者
也

と
い
う
識
語
が
あ
る
が
、
表
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
各
曲
と
も
そ
の
本
文
・
装
束
な
ど
を
み
る
と
、
元
禄
期
ま
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た

「
狂
言
記
」
正
篇
・
外
篇
か
ら
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
、
「
正
本
」

に
拠
っ
た
も
の
と
は
と
う
て
い
信
じ
が
た
い
。

〔
仁
V
）

本
書
は
、
貞
享
年
間
か
ら
始
ま
る
「
新
種
小
謡
本
時
代
」
と
も
呼
ば
れ
る
小
謡
本
全
盛
期
に
現
わ
れ
た
、
頭
書
に
様
々
の
記
事
（
い

ろ
は
、
十
干
十
二
支
、
九
九
な
ど
）

を
盛
り
込
ん
だ
小
謡
本
の
一
種
で
あ
る
。
刊
記
に
あ
る
正
徳
元

（
一
七
一
一
）

年
と
い
う
時
期

は
、
正
篇
元
禄
版
や
外
篇
初
版
の
刊
行
か
ら
十
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で

「
狂
言
記
」
を
引
用
し

た
版
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
狂
言
記
」
受
容
の
歴
史
か
ら
注
目
さ
れ
て
よ
い
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
の
が

正
篇
と
外
篇
で
あ
っ
て
、
外
篇
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
続
狂
言
記
』

（
続
篇
）
か
ら
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
文

化
年
間
の
正
篇
・
続
篇
・
拾
遺
の
三
種
揃
い
の
刊
行
以
降
で
ほ
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
外
篇
を
再
評
価
す
る
う
え
で
も
、
見
逃
せ
な
い



血口，
∨
・
一
－

倉大421
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
所
収
の
狂
言
一
七
番
に
つ
い
て

次
に
本
書
所
収
の
狂
言
一
七
番
の
曲
名
と
、
「
狂
言
記
」
四
種
で
の
所
在
、
曲
柄
の
分
類

（
大
蔵
虎
明
本
に
よ
る
）

を
示
す
。

二
千
石

（
正
篇
巻
二
i
五
）

鞠
蹴
座
頭

笠
の
下

靭猿鬼
清
水

武悪こ
ん
く
わ
い

ぶす柿
山
伏

し
び
り

仁王伯
母
が
酒

ど
ぶ
か
っ
ち
り

伊
文
字

長光

（
外
篇
巻
四
i
七
）

（
正
篇
巻
四
i
五
）

（
外
篇
巻
五
i
三
）

（
外
篇
巻
五
－
五
）

（
正
篇
巻
五
i
四
）

（
正
篇
巻
二
－
二
）

（
外
篇
巻
三
i
四
）

（
正
篇
巻
三
i
五
）

（
外
篇
巻
二
看
四
）

（
外
篇
巻
五
－
四
）

（
正
篇
巻
二
－
四
）

（
正
篇
巻
三
－
八
）

（
正
篇
巻
五
ぎ
二
）

（
正
篇
巻
五
－
七
）

集 女 座 集 集 小 山 大 集 大小 大 出 座 大
頭 狂狂 名 伏名 狂 名 名 名 家 頭 名

口 仁コ にコ

彗
l＝コ
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柑子

（
外
篇
巻
五
－
八
）

小名

福
の
神

（
外
篇
巻
五
－
十
）

脇
狂
言

こ
れ
を
見
る
と
曲
の
選
択
・
配
列
に
、
今
の
と
こ
ろ
特
定
の
意
味
は
見
出
せ
な
い
。
本
編
で
あ
る
小
謡
同
様
に
、
稽
古
用
・
入
門
用

の
狂
言
が
集
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
「
武
悪
」

「
こ
ん
く
わ
い
」
な
ど
大
曲
も
含
ま
れ
て
お
り
、
外
篇
に
あ
る

「
い
ろ
は
」

や

「
口
裏
似
」
な
ど
入
門
用
の
狂
言
が
本
書
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
曲
柄
で
多
い
の
は
大
名
・
小
名
と
い
う
主
従
物
の
七
番
で
あ
る

が
、
特
徴
と
言
え
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
も
と
の
正
篇
・
外
篇
に
あ
っ
た
、
聾
物
、
百
姓
物
、
語
り
物
の
狂
言
が
採
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
狂
言
の
多
様
な
曲
柄
を
全
て
網
羅
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
強
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

へ
7
）

れ
ま
で
拙
稿
で
考
究
し
て
き
た
類
似
す
る
流
派
の
台
本
と
の
関
係
も
、
虎
明
本
や
和
泉
流
三
百
番
集
本
に
近
い
曲
も
あ
れ
ば
、
不
明

や
不
似
の
曲
も
あ
り
、
顕
著
な
傾
向
は
見
出
せ
な
い
。

さ
ら
に
、
配
列
に
も
一
貫
し
た
意
図
は
見
出
し
が
た
く
、
正
篇
、
外
篇
の
順
序
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
全
体
で
は
正
篇
か
ら
九
番
、

外
篇
か
ら
八
番
と
、
ほ
ぼ
均
等
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
両
篇
に
拠
り
な
が
ら
も
、
均
等
に
そ
れ
も
交
互

に
配
列
し
て
引
用
す
る
こ
と
で
、
当
時
流
布
し
て
い
た
版
本
「
狂
言
記
」
か
ら
の
あ
か
ら
さ
ま
な
引
用
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
す

る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
篇
・
外
篇
と
も
巻
一
の
曲
か
ら
の
引
用
が
な
い
が
、
こ
れ
も
、
「
狂
言
記
」
か
ら

の
引
用
を
隠
す
た
め
の
姑
息
な
方
策
と
も
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。

へ
詫
）

も
う
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
正
篇
に
は
寛
文
王

（
一
六
六
五
）

年版
『
狂
言
記
』
と
い
う
、
一
一
番
を
抄
出
し
た
別
版
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
に
採
ら
れ
た
正
篇
の
九
番
と
こ
の
寛
文
五
年
版
の
一
一
番
と
に
は
、
全
く
重
な
る
曲
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
あ
る
い
は
寛
文
五
年
版
と
の
曲
の
重
出
を
避
け
る
こ
と
も
、
本
番
が
「
狂
言
記
」
か
ら
の
引
用
で
あ

る
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
た
意
図
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
が
正
篇
と
外
篇
に
拠
っ
て
狂
言
を
抄
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
書
刊
行
の
時
期
、
す
な

わ
ち
外
篇
初
版
刊
行
の
一
一
年
後
で
は
、
外
篇
が
、
正
篇
と
対
を
な
す
「
狂
言
記
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
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せ
る
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、
本
文
に
つ
い
て

本
書
と
「
狂
言
記
」
諸
版
と
の
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
書
が
拠
っ
た
「
狂

言
記
」

の
版
に
つ
い
て
、
本
文
の
比
較
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
推
定
し
て
み
る
。

へ
9
）

ま
ず
、
「
二
千
石
」
の
本
文
の
冒
頭
部
分
で
比
較
し
て
み
を
。

・
本
書

（
目
録
上
段
）

息
大
名

ま
か
り
出
た
る
は
か
く
れ
も
な
い
大
名
。

か
や
う
に
く
は
は
申
せ
共
つ
る
ゝ
下

人
な
た
ゞ
一
人
。
壱
人
の
下
人
め
が
。
そ

れ
が
し
に
ひ
ま
を
も
こ
は
ず
何
方
へ

や
ら
お
り
そ
へ
て
ご
ざ
る
。
き
け
ば

夜
前
帰
り
た
る
や
う
す
で
御
ざ
る
。

か
れ
が
し
た
く
へ
立
こ
へ
。
せ
つ
か
ん
の

く
は
へ
う
と
存
る
。
程
な
ふ
か
れ
が
し

た
く
は
是
で
御
ざ
る
。

・
正
篇

（
万
治
版
、
巻
二

14オ）

息
大
名

ま
か
り
出
た
る
は
か
く
れ
も
な
い
大
名
。
か
や
う
に
く
わ
は
申
せ
ど
も
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つ
る
ゝ
下
人
な
た
ゝ
一
人
。
一
人
の
下
人
め
が
。
そ
れ
か
し
に
ひ
ま
を

も
こ
わ
ず
。
い
つ
か
た
へ
や
ら
お
り
そ
へ
て
御
ざ
る
。
開
け
ば
。
夜

前
帰
り
た
る
や
う
す
で
御
さ
る
。

か
ん
の
く
わ
や
う
と
ぞ
ん
ず
る
。

御
さ
る
。

し
た
く

か
れ
が
私
宅
へ
た
ち
こ
へ
。
せ
つ

ほ
と
な
ふ
か
れ
が
し
た
く
は
是
で

『翳蓬童子小うたひ槻さは人』収載の狂言記について

・
正
篇

（
元
禄
版
、
巻
二

1
1
ウ
）

息
大
名

ま
か
り
出
た
る
は
か
く
れ
も
な
い
大
名
。
か
や
う

に
く
わ
は
申
せ
と
も
つ
る
ゝ
下
人
な
た
ゞ
一
人
。

一
人
の
下
人
め
が
。
そ
れ
か
し
に
ひ
ま
を
も
こ
は
ず
。

き
け
り

い
つ
か
た
へ
や
ら
お
り
そ
へ
て
御
ざ
る
。
問
ば
夜し
た
く

前
帰
り
た
る
や
う
す
で
御
ざ
る
。
か
れ
が
私
宅

へ
た
ち
こ
へ
。
せ
つ
か
ん
の
ぐ
わ
へ
う
と
ぞ
ん
ず
る
。

ほ
と
な
ふ
か
れ
が
し
た
く
は
是
で
御
座
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
、
か
な
づ
か
い
や
濁
点
の
有
無
、
語
の
漢
字
表
記
な
ど
に
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

ヽ
そ
の
も
の
に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
本
書
の
特
徴
と
し
て
は
「
く
は
じ
や
」
や
「
く
掛
は
申
せ
共
」

句
点
の
区
切
り
方
な
ど
本
文

な
ど
、
合
拗
音
表
記
に

「く

は
」
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
本
書
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
拠
っ
た
「
狂
言
記
」

の
表
記
だ
け

で
な
く
、
本
書
の
本
編
で
あ
る
小
謡
の
表
記
と
共
通
し
て
い
る
点
が
あ
り
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も

稿
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

で
は
、
正
篇
の
万
治
版
、
元
禄
版
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
と
比
較
し
て
み
る
と
「
く
は
へ
う
と
存
る
」

の
例
に
み
る
よ
う
に
、
元
禄



浩倉大
版
「
く
わ
へ
う
」

に
対
応
し
て
お
り
、
万
治
版
「
く
わ
や
う
」

の
よ
う
な
表
音
的
な
か
な
づ
か
い
を
と
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
例

は
他
に
も
み
ら
れ
、
本
書
が
正
篇
で
は
万
治
版
で
は
な
く
元
禄
版
に
拠
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の

「
武
悪
」

の

本
文
の
比
較
か
ら
も
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。

・
本
書

（
1
7
オ
）

さあ〈そな－たもき
て
く
れ
や
れ
息
く
わ

心
得
て
お
じ
や
る
卑
芸
く

あ
ゝ
ゑ
い
す
を
見
付
て
お
じ
や
る

いかひ事のざこでおじやる。なふ〈

し
っ
ね
ん
し
た
事
が
お
じ
や
る
。
あ
ま

もた

り
う
れ
し
い
ま
か
せ
に
あ
み
を
も
持

ず
に
ひ
よ
い
と
で
た
は
い
の
息
く
わ

なふ

〈
。
何
と
し
た
も
の
で
お
じ
や
ろ

今
芸
く

あ
ゝ
身
が
草
よ
せ
と
い
ふ
事

を
し
つ
て
お
じ
や
る
ほ
ど
に
。

・
万
治
版

（
巻
五

14オ）

さあ〈。そなたも。きてくりやれ息くわしや

心
得
て
お
ぢ
や
る
。
あ
ゝ
。
ゑ
い
す
を
見
付

し
っ
ね
ん

02
「⊥

て
お
ぢ
や
る
。
い
か
ひ
事
の
ざ
こ
で
お
ぢ
や
る
。
の
ふ
〈
失
念

し
た
事
が
お
ぢ
や
る
。
あ
ま
り
う
れ
し
い
ま
か
せ
に
。
あ
み

も
も
た
ず
に
。
ひ
よ
ひ
と
て
た
わ
い
の
今
芸
く

の
ふ
〈
。
な
に
と
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し
た
物
で
お
ぢ
や
ろ
底
く
わ
し
や

あ
ゝ
。
身
が
く
さ
よ
せ
と
い
ふ
事
を
。

し
っ
て
お
ぢ
や
る
ほ
ど
に

10

『琴芝童子小うたひ柊紘【は人』収載の狂言記について

二
冗
禄
版

（
巻
五

1
3
ウ
）

さあ〈そなたも。きてくり
や
れ
底
く
わ
し
や

心
得
て
お
ぢ
や
る
卑
芸
く

あ
ゝ
。
ゑ
い
す
を

見
付
て
お
ち
や
る
。
い
か
ひ
事
の
ざ
こ
で
お
ぢ

し
っ
ね
ん

や
る
。
の
ふ
〈
失
念
し
た
事
が
お
ち
や
る
。
あ
ま
り

う
れ
し
い
ま
か
せ
に
。
あ
み
を
も
も
た
ず
に
。
ひ

ょ
ひ
と
で
た
は
い
の
金
く
わ
し
や

の
ふ
〈
。
な
に
と

し
た
も
の
で
お
ち
や
ろ
卑
芸
くあ

ゝ
身
が
く
さ
よ

せ
と
い
ふ
事
を
し
つ
て
お
じ
や
る
ほ
ど
に
。

こ
の
部
分
、
万
治
版
で
役
名
を
誤
っ
た
と
こ
ろ
を
、
元
禄
版
で
正
し
た
と
み
ら
れ
る
部
分
で
、
「
あ
ゝ
。
ゑ
い
す
を
」
か
ら
を
元
禄

版
は
武
悪
の
セ
リ
フ
と
し
て
お
り
、
本
書
は
こ
の
元
禄
版
と
同
じ
（
た
だ
し
、
本
書
は
役
名
が
途
中
か
ら
「
く
わ
じ
や
」
↓
「
く
わ
」

の
よ
う
に
略
す
こ
と
が
多
い
。
）

に
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
本
書
と
元
禄
版
の
本
文
と
の
対
応
例
は
多
く
、
（
こ
の
部
分
で
も
万
治
版

が
「
あ
み
も
も
た
ず
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
本
書
と
元
禄
版
が

「
あ
み
を
も
持
ず
に
」
と
す
る
。
）

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

さ
し
絵
も
万
治
版
よ
り
元
禄
版
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
が
多
く
、
万
治
版
は
参
照
さ
れ
た
に
し
て
も
、
元
禄
版
が
主
で
あ
っ
た
こ

と
は
本
文
の
比
較
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
外
篇
に
拠
っ
た
八
番
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
に
は
、
正
篇
の
よ
う
な
別
版
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
お

ハ
1
0
㌦

ら
ず
、
初
版
と
み
ら
れ
る
三
都
の
善
雄
を
連
記
し
た
野
田
版
と
、
求
版
に
よ
る
後
刷
り
と
見
ら
れ
る
菱
屋
版
の
、
刊
記
が
異
な
る
二



浩大 倉
種
の
同
版
本
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
野
田
版
と
菱
屋
版
と
の
間
で
は
、
刷
り
具
合
の
差
は
あ
る
も
の
の
補
刻
な
ど
の
改
変
は
み
ら

れ
ず
、
本
書
の
本
文
が
実
際
ど
ち
ら
に
拠
っ
た
の
か
、
本
文
か
ら
判
断
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
お
そ
ら
く
菱
屋
が
求
版
し
外
篇

を
再
摺
し
た
の
は
『
狂
言
記
拾
遺
』
刊
行
（
享
保
一
五

（
一
七
三
〇
）
年
刊
）

以
降
の
こ
と
で
、
正
徳
元
年
よ
り
後
と
考
え
ら
れ
、

本
書
は
外
篇
の
初
版
、
野
田
版
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
ぶ
す
」

の
冒
頭
部
分
で
比
較
し
て
み
る
。

・
本
書

（
2
6
オ
）

魔
人
名

此
あ
た
り
の
大
名
で
御
ざ
る
。

今
日
は
さ
る
方
へ
参
る
。
太
郎
く
わ

じ
や
を
よ
び
出
し
申
付
る
事
が

あ
る
。
太
郎
く
は
じ
や
有
か
底
太
郎
く
わ
じ
や

ほあ

盈奈

い
た
か
息
太
郎

御
ま
へ
に
魔
人

ね
ん
な
ふ
は

や
か
つ
た
。
次
郎
く
は
じ
や
も
よ
べ
盈
太
郎

畏て

御
ぎ
る
。
次
郎
く
わ
じ
や
め
す
は
率
▲
郎

心
得
た
御
ま
へ
に
盈
大

汝
ら
を
よ
び
出
す

は
べ
ち
の
事
で
な
い
。
け
ふ
は
さ
る

か
た
へ
ゆ
く
両
人
共
に
る
す
を
せ
い

・
外
篇
野
田
版

（
巻
三

1
1
ウ
）

盈
大
名

此
あ
た
り
の
大
名
で
御
ざ
る
。

今
日
は
さ
る
方
へ
参
る
。
太
郎

118

く
わ
じ
や
を
よ
び
出
し
申
付
る
事
が
あ
る
。
太
郎
く
わ
じ
や
有
か

盈
太
郎
く
わ
し
や

は
あ
盈
奈

ゐ
た
か
息
太
郎

御
ま
へ
に
魔
人
名

ね
ん
な
ふ
ほ
や
か
つ
た
。
次
郎
く
は

11
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じ
や
も
よ
べ
息
太
郎

果
て
御
ぎ
る
。
次
郎
く
わ
じ
や
め
す
は
底
次
郎
く
わ
し
や

こ
ゝ
ろ

へ
た
。
御
ま
へ
に
息
大
名

な
ん
じ
ら
を
よ
び
出
す
は
別
の
事
で
な
い
。

け
ふ
は
さ
る
方
へ
行
。
両
人
と
も
に
留
守
を
せ
い

や
は
り
、
か
な
づ
か
い
や
濁
音
の
有
無
、
語
の
漢
字
表
記
な
ど
に
異
同
は
あ
る
が
、
正
篇
と
同
様
に
本
文
を
改
変
し
た
と
こ
ろ
は
な

ヽ

ヽ

ヽ

く
、
本
書
全
体
で
も
少
な
い
。
ま
た
、
外
篇
で

「
別
の
事
」
と
漢
字
表
記
の
と
こ
ろ
を
、
本
書
が
「
べ
ち
の
事
」
と
、
か
な
表
記
し

て
い
る
な
ど
、
表
記
の
異
同
か
ら
外
篇
の
本
文
の
読
み
や
解
釈
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
明
治
の
活
字
本
で
誤
読
の

多い

「
ま
ら
す
る
」

（
多
く
「
ま
う
す
る
」
と
邦
字
す
る
）

を
誤
っ
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
語
の
記
憶
が
正
徳
年
間
に
は
ま
だ
存
し

て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。
八
番
で
は
あ
る
が
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
外
篇
の
別
版
の
本
文
と
し
て
本
書
は
貴
重
で
あ
る
。

12

四
、
さ
し
絵
に
つ
い
て

前
節
で
は
本
文
の
比
較
か
ら
、
本
書
の
拠
っ
た
正
篇
が
主
と
し
て
元
禄
版
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
さ
し
絵
の
比

較
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
し
絵
の
場
合
、
本
書
で
の
改
変
も
目
立
つ
。

本
書
の
さ
し
絵
は
全
一
七
番
の
狂
言
の
う
ち
一
六
番
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
概
し
て
小
さ
く
稚
拙
で
、
役
者
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
て
措
い
て
い
る
た
め
本
舞
台
の
屋
根
・
鏡
板
・
柱
・
橋
掛
り
な
ど
、
能
舞
台
の
全
体
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
い
っ
ぼ
う
正
篇
・

外
篇
の
さ
し
絵
は
大
き
く
、
役
者
だ
け
で
な
く
能
舞
台
全
体
の
様
子
が
わ
か
る
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
正
篇
万
治
版
に
至
っ
て
は
観

客
の
様
子
ま
で
活
写
さ
れ
て
お
り
資
料
的
を
価
値
も
高
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
正
篇
・
外
篇
と
も
さ
し
絵
は
本
文
の
末

に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
で
は
本
文
の
途
中
、
丁
の
表
側
の
右
半
分

（
一
〇
行
分
）

を
使
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で

も
相
違
が
あ
る
。

さ
て
、
本
文
同
様
、
正
篇
万
治
版
・
元
禄
版
と
外
篇
の
さ
し
絵
と
本
書
の
さ
し
絵
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
六
番
の
さ
し
絵
の
う
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倉大
ち
外
篇
に
あ
る
八
者
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
外
篇
の
さ
し
絵
の
構
図
と
相
違
が
な
く
、
外
篇
を
も
と
に
さ
し
絵
を
描
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
「
鞠
蹴
座
頭
」
だ
け
は
、
外
篇
が
四
人
の
検
校
・
座
頭
が
蹴
鞠
を
す
る
様
子
を
通
行
人
が
橋
掛
り
か
ら
見
る
と
い

う
構
図
で
措
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
で
は
検
校
と
鞠
を
持
つ
座
頭
の
二
人
を
措
く
だ
け
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
冒
頭
′

の
場
面
を
想
定
し
て
の
改
変
だ
ろ
う
。
小
さ
い
ス
ペ
ー
ス
に
五
人
を
描
く
の
は
無
理
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
ぼ
う
正
篇
に
あ
る
九
番
で
は
、
元
禄
版
を
も
と
に
し
た
と
見
ら
れ
る
さ
し
絵
が
「
笠
の
下
」
「
武
悪
」
「
こ
ん
く
わ
い
」
「
長

光」

の
四
番
に
と
ど
ま
る
。
「
伯
母
が
酒
」
「
伊
文
字
」

で
は
元
禄
版
に
拠
り
な
が
ら
も
役
者
の
動
き
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
「
二
千
石
」
「
ど
ぶ
か
つ
ち
り
」

で
は
、
元
禄
版
で
は
な
く
万
治
版
の
さ
し
絵
に
拠
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
二

千
石
」
は
、
元
禄
版
に
は
さ
し
絵
が
な
く

（
「
柿
山
伏
」
に
本
書
で
さ
し
絵
が
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
は
を
い
か
）
、

万
治
版
に
拠
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
治
版
の
さ
し
絵
と
較
べ
る
と
「
二
千
石
」

で
は
、
本
書
の
さ
し
絵
で
は
冠
者

が
座
っ
て
い
る
の
に
万
治
版
で
は
冠
者
が
立
っ
て
措
か
れ
て
い
て
相
違
し
て
い
る
し
、
「
ど
ぶ
か
つ
ち
り
」

で
は
、
追
行
入
を
中
心

に
左
右
に
勾
当
と
菊
一
が
座
る
構
図
は
方
治
版
と
本
書
で
共
通
し
て
い
る
が

（
元
禄
版
は
菊
一
が
通
行
人
を
背
負
う
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
）
、
よ
く
見
る
と
本
書
で
は
、
竹
筒
で
は
な
く
大
き
な
瓢
箪
か
ら
酒
を
注
い
で
い
る
よ
う
に
措
か
れ
て
い
て
、
相
違
す
る
だ

け
で
な
く
狂
言
の
舞
台
で
実
際
の
酒
を
注
ぐ
演
技
は
な
い
と
思
わ
れ
、
こ
の
さ
し
絵
に
は
疑
問
が
残
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
さ
し
絵
は
、
正
篇
で
は
主
と
し
て
元
禄
版
に
、
外
篇
で
は
野
田
版
に
拠
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
。
し
か

し
、
正
篇
万
治
版
も
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
本
文
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
本
書
の
み
の
改
変
が
、
さ
し
絵
に
は
目
立

つ
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
狂
言
の
実
演
を
あ
ら
た
に
取
材
し
た
結
果
と
す
れ
ば
、
本
書
の
本
文
に
も
っ
と
改

変
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
り
、
「
狂
言
記
」
以
外
の
何
ら
か
の
狂
言
舞
台
図
が
参
照
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
実
際
の
狂
言
の

舞
台
図
か
ら
離
れ
、
単
な
る
内
容
説
明
の

「
さ
し
絵
」
と
し
て
措
き
換
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
解
釈
を

保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
文
と
さ
し
絵
の
食
い
違
い
と
し
で
注
意
さ
れ
る
。
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五
、
ぁ
わ
り
に

（
‖
〓

本
書
刊
行
の
前
後
、
宝
永
六

（
一
七
〇
九
）
年
と
正
徳
五

（
一
七
一
五
）

年
刊
の

『
増
益
書
籍
目
録
大
全
』

に
は
、
「
狂
言
記
」

と
し
て
次
の
四
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

14

『琶蕊童子小うたひ終j【－、す．呈。人』収載の狂言記について

㌍

狂
言
記

同
小
本

五

同

外

野田八尾

四
匁
三
分

（
寛
文
五
年
版
）

三
匁
五
分

（
正
篇
元
禄
版
）

鷺流

四
匁
五
分

（
外
篇
野
田
版
）

大
蔵
流

三
匁
五
分

（
続
篇
）

こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く

（
）

内
の
各
版
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
書
は
こ
の
う
ち
、
正
篇
元
禄
版
と
外
篇
野
田
版
の
二
種

に
拠
っ
て
い
る
。
逆
に
見
れ
ば
、
同
じ
目
録
に
あ
る
寛
文
五
年
版
や
続
篇
か
ら
は
採
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
寛
文
五
年
版
に
つ

い
て
は
二
節
で
触
れ
た
が
、
続
篇
か
ら
採
っ
て
い
を
い
理
由
は
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
残
さ
れ
た
問
題
の
ひ
と
つ
で

あ
る
が
、
目
録
に
示
し
て
あ
る

（
実
際
に
は
何
の
根
拠
も
な
い
の
だ
が
、
）

流
派
名
に
注
目
し
て
み
る
と
、
観
世
流
の
小
謡
本
で
あ

る
本
書
に
は
、
観
世
座
付
の
鷺
流
狂
言
を
記
し
て
い
る

（
と
目
録
に
謳
っ
て
い
る
）

外
篇
か
ら
採
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
大
蔵
流
狂

言
の
続
篇
は
除
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
正
篇
に
は
目
録
で
は
流
派
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
採
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
文
の
語
学
的
な
分
析
よ
り
も
、
本
書
の
資
料
的
な
吟
味
が
先
行
し
、
そ
れ
も
確
証
の
得
ら
れ
な
い
推
定
に
と
ど
ま
る
も
の
も
多

い
が
、
こ
れ
も
新
た
な
資
料
の
位
置
づ
け
の
た
め
に
は
重
要
な
手
続
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

最
後
に
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
貴
重
な
御
蔵
書
の
閲
覧
・
写
真
撮
影
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
る
。



浩大 倉

（
注
）

（
1
）

本
稿
で
用
い
た
「
狂
言
記
」
お
よ
び
主
な
狂
言
台
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（

）

内
ほ
本
稿
で
の
略
称
。

・
『
ゑ
入
狂
言
記
』

（
正
篇
万
治
版
）

万
治
三

（
一
六
六
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
『
狂
言
記
の
研
究
』

（
昭
五
人

勉
誠
社
）

を
用
い
た
。

・
『
狂
言
記

（
狂
言
尽
）
』

（
寛
文
五
年
版
）

寛
文
五

（
一
六
六
五
）

年
刊
。
筑
波
大
学
蔵
本
を
用
い
た
。

・
『
絵
入
狂
言
記
』
（
正
篇
元
禄
版
）

元
禄
一
二

（
一
六
九
九
）
年
刊
。
筑
波
大
学
蔵
本
を
用
い
た
。

・
『
新
板
絵
入
狂
言
記
外
五
十
番
』
（
外
篇
）

元
禄
一
三

（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
『
狂
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』

（
平
九

勉
誠
社
）

を
用
い
、
鴻
山
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
た
。

・
『
続
狂
言
記
』
（
続
篇
）

元
禄
一
三

（
一
七
〇
〇
）

年
刊
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著

『
続
狂
言
記
の
研
究
』

（
昭
六
〇

勉
誠
社
）

を
用
い
た
。

・
『
狂
言
記
拾
遺
』
（
拾
遺
）

享
保
一
五

（
一
七
三
〇
）

年
刊
。
北
原
保
雄
・
吉
見
孝
夫
共
著
『
狂
言
記
拾
遺
の
研
究
』

（
昭
六
二

勉誠

社）

を
用
い
た
。

・
大
蔵
虎
明
書
写
『
狂
言
之
本
』

（
虎
明
本
）

寛
永
一
九

（
一
六
四
二
）
年
書
写
。
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
共
著
『
狂
言
集
の
研
究
』

（昭

四
七
～
五
八

表
現
社
）

を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。

・
『
狂
言
三
百
番
集
』
（
三
百
番
集
本
）

野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
共
編

（
昭
一
三
～
一
七

冨
山
房
）

を
用
い
た
。
底
本
は
幕
末
の
和

泉
流
狂
言
師
三
宅
庄
市
手
沢
本
を
も
と
に
し
た
も
の
。

（
2
）

池
田
廣
司

（
一
九
五
三
）
、
林
和
利
（
一
九
八
〇
）
、
北
原
・
大
倉

（
一
九
九
七
）

解
説
篇
第
1
章
な
ど
参
照
。

（
3
）

林
和
利

（
一
九
八
五
）
、
大
倉
浩
（
一
九
八
九
）

参
照
。

（
4
）

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
鴻
山
文
庫
蔵
本
に
よ
る
。

（
5
）

衣
藩
早
（
山
九
六
五
）

第
三
章
参
照
。

（
6
）

注

（
5
）

同
書
五
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
）

大倉

（
一
九
八
五
）
・
（
一
九
九
一
）

参
照
。

（
8
）

注

（
1
）

『
狂
言
記

（
狂
言
尽
）
』
の
こ
と
。
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（
9
）

以
下
の
引
用
で
は
、
原
文
の
ま
ま
に
翻
字
・
改
行
し
、
濁
点
な
ど
は
補
っ
て
い
な
い
。

16

（
1
0
）
野
田
版
の
刊
記
は
「
京
寺
町
通
二
条
下
ル
町

野
田
弥
兵
衛
＼
大
坂
北
御
堂
前

毛
利
田
庄
太
郎
＼
江
戸
石
町
拾
軒
店

野
田
重
兵
衛
」

の
三
番
辟
。
菱
屋
版
は
「
京
寺
町
通
松
原
上
ル
町

菱
屋
治
兵
衛
」
と
あ
る
。
北
原
・
大
倉
（
一
九
九
七
）
解
説
篇
第
1
章
な
ど
参
照
。

（11）

林
和
利

（
一
九
八
〇
）

参
照
。

『琶諾童子小うたひ純lくナ盗人』収載の狂言記について

［
参
考
文
献
］

池
田
廣
司

（
一
九
五
三
）

「
版
本
狂
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」

（
『
国
語
』
二
－
三

昭
和
二
八
年
九
月
）

同

（
一
九
六
七
）

『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
』

（
昭
和
四
二
年

風
間
書
房
）

大
倉
浩

（
一
九
八
五
）

「
版
本
狂
言
記
の

「
お
り
や
る
」
と

「
お
ぢ
ゃ
る
」

（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』 五

昭
和
六
〇
年
一
一
月
）

同
（
一
九
八
九
）
「
「
し
ぎ
（
仕
儀
）
」
と
「
て
う
ぎ
（
調
儀
）
」
…
狂
言
「
武
悪
」
を
め
ぐ
つ
て
1
」
（
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』

21

平
成
元
年
二
月
）

同

（
一
九
九
一
）

「
『
狂
言
記
外
篇
』

の
「
ま
ら
す
る
」
」

（
『
国
語
国
文
』

六
〇
巻
七
号

平
成
三
年
七
月
）

表章

（
一
九
六
五
）

北
原
保
雄
・
大
倉
浩

鈴
木
浩
・
渡
部
圭
介

年
一
〇
月

『
鴻
山
文
庫
本
の
研
究

謡
本
の
部
』

（
昭
和
四
〇
年

わ
ん
や
書
店
）

（
一
九
九
七
）

『
狂
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』

（
平
成
九
年

勉
誠
社
）

（
一
九
九
一
）

「
鷺
流
狂
言

『
延
宝
・
忠
政
本
』

の
国
語
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
」

（
『
日
本
近
代
語
研
究
1
』

平
成
三

ひ
つ
じ
書
房
）

橋
本
朝
生

蜂
谷
清
人

土
井
洋
一
（
一
九
九
六
）

『
狂
言
記

新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
8
』

（
平
成
八
年

岩
波
書
店
）

（
一
九
七
七
）

『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』

（
昭
和
五
二
年

笠
間
書
院
）

同

（
一
九
八
〇
）

「
狂
言
の
こ
と
ば

（補）」

（
『
能
楽
全
書

綜
合
新
訂
版
五
』

昭
和
五
五
年
八
月

東
京
創
元
社
）

林
和
利

（
一
九
八
〇
）

「
（
狂
言
記
）

の
出
版
状
況
」

（
『
能
－
研
究
と
評
論
…
』 19

昭
和
五
五
年
一
二
月
）

同

（

同

（

一
九
八
五
）

「
近
世
初
期
の
手
猿
楽
狂
言
の
演
技
と
舞
台
…
寛
文
二
年
版

『
狂
言
記
』

の
画
証
的
考
察
∃
」

（
『
演
劇
学
』26

昭和

六
〇
年
三
月
）

一
九
九
四
）

『
能
と
狂
言
…
生
成
と
展
開
の
諸
相
…
』

（
平
成
六
年

世
界
思
想
社
）

前
記
二
論
文
を
所
収
。




