
能楽に於ける「わき」の意義

「翁の発生」の終篇

折口信夫
青空文庫





　
　
　
　
　
一
　
二
つ
の
問
題

日
本
の
民
俗
芸
術
を
観
察
す
る
に
あ
た
つ
て
、
我
々
は
二
つ
の
大
き
な
問
題

に
、
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
安
朝
の
末
か
ら
、
鎌
倉
・
室
町
時

代
に
か
け
て
、
と
び
〳
〵
に
、
其
中
心
が
あ
る
事
を
考
へ
て
見
る
こ
と
が
、

其
一
つ
。
江
戸
に
接
近
し
て
は
、
歴
史
家
の
所
謂
桃
山
時
代
が
、
や
は
り
さ

う
な
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
さ
う
し
た
衒ハ
耀デ
な
時
代
が
、
と
び
〳
〵

に
山
を
な
し
て
、
民
俗
芸
術
興
隆
の
中
心
と
な
り
、
其
が
連
結
し
て
、
漸
層

的
に
発
達
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
大
切
な
問
題
は
、
日
本
の
芸
能
に
は
、
常
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に
副
演
出
が
伴
う
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
此
は
、
日
本
の
古
い
あ
ら
ゆ
る
芸
能

の
上
に
見
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
が
、
殊
に
、
民
間
の
芸
能
に
お
い
て
著
し
い
。

小
寺
融
吉
さ
ん
は
雑
誌
「
民
俗
芸
術
」
昭
和
四
年
二
月
号
で
、
能
楽
の
根
本

は
脇
能
に
あ
る
、
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
此
に
は
訣
が
あ
る
の
で
あ
る
。

脇
能
と
は
、
脇
方
の
役
者
が
主
に
な
つ
て
や
る
か
ら
言
ふ
の
で
は
な
く
、
或

神
事
舞
踊
に
附
随
し
た
能
、
と
言
ふ
風
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
思
ふ
。

訣
り
易
く
言
ふ
な
ら
、
神
事
舞
踊
の
説
明
が
脇
能
で
あ
る
。
現
在
能
楽
の
上

で
の
術
語
に
な
つ
て
ゐ
る
し
て
対
わ
き
を
土
台
に
し
て
考
へ
た
の
で
は
、
説

明
が
出
来
な
い
。
や
は
り
、
神
能
と
言
ふ
の
が
、
最
適
し
た
名
で
あ
ら
う
。

小
寺
さ
ん
の
論
文
で
は
、
能
楽
の
根
本
は
脇
能
に
あ
る
、
と
だ
け
は
あ
つ
た

け
れ
ど
も
、
何
故
さ
う
な
の
か
の
説
明
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
様
で
あ
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る
か
ら
、
日
本
の
芸
能
に
副
演
出
が
伴
ふ
理
由
の
説
明
と
し
て
、
一
応
、
能

楽
に
於
け
る
わ
き
の
意
義
を
闡
明
し
て
置
か
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
二
　
も
ど
き
・
を
か
し
・
あ
ど

古
く
御
神
楽

ミ
カ
グ
ラ

に
才サイ
の
男ヲ
が
配
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
睡
気
覚
し
の
為
で
は
な

か
つ
た
。
田
楽
に
於
け
る
も﹅
ど﹅
き﹅
だ
け
の
も
の
ゝ
様
に
感
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
此
を
動
詞
に
し
た
「
も
ど
く
」
の
用
語
例
で
見
て
も
、
反
対
す
る
・
逆

に
出
る
・
非
難
す
る
な
ど
の
意
味
を
持
つ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
　
　
が
、

古
く
は
も
つ
と
広
い
意
味
が
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
尠
く
と
も
演
芸
史
の
上

か
ら
は
、
物
ま
ね
す
る
・
説
明
す
る
・
代
つ
て
再
演
す
る
な
ど
の
意
味
を
持
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つ
、
説
明
役
で
あ
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
猿
楽
に
於
け
る
を
か
し
は
、
此

か
ら
変
転
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

を﹅
か﹅
し﹅
で
、
犯
し
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
も
、
か﹅
ら﹅
か﹅
ひ﹅
の
意
味
を
持
つ
た

用
語
例
も
あ
る
。
平
安
朝
の
用
語
例
で
、
を﹅
ん﹅
な﹅
を﹅
か﹅
し﹅
こ
と
で
、
今
日
警

察
の
厄
介
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
意
味
の
事
を
言
う
た
の
で
は
な
い
。

併
し
、
猿
楽
に
於
け
る
此
役
名
に
は
、
も﹅
ど﹅
き﹅
味
が
あ
つ
た
か
ら
だ
と
思
は

れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
猿
楽
能
の
わ﹅
き﹅
芸
だ
つ
た
の
で
、
此
脇
方
か
ら

の
分
立
が
、
や
が
て
、
能
と
狂
言
と
に
岐ワカ
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

一
体
、
能
楽
ほ
ど
多
く
の
わ
き
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
は
尠
い
。
あ
い
・
能
力

が
そ
れ
で
あ
り
、
狂
言
の
方
に
は
、
あ
ど
　
　
し
て
役
を
お
も
と
言
ふ
に
対

し
て
、
脇
方
を
言
ふ
名
　
　
が
あ
る
。
茲
で
、
多
少
結
論
に
近
い
事
を
言
ふ
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な
ら
、
猿
楽
は
も
と
〳
〵
、
脇
芸
で
あ
つ
た
。
能
楽
と
改
称
は
し
て
も
、
も

と
〳
〵
其
が
本
領
で
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
宿
命
的
に
此
約
束
が
守
ら
れ
て
、

幾
つ
も
の
わ
き
芸
を
重
ね
て
行
く
様
に
な
つ
た
。
能
の
演
芸
番
組
は
、
さ
う

し
て
成
立
し
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
わ
き
の
語
原

猿
楽
の
先
輩
芸
は
、
田
楽
で
あ
つ
た
。
田
楽
は
、
五
月
の
田
遊
び
か
ら
出
て

ゐ
る
。
田
遊
び
に 

呪  

師 

ノ
ロ
ン
ジ

系
統
の
芸
能
が
加
味
し
、
更
に
、
念
仏
系
統
の
も

の
が
加
は
つ
て
、
田
楽
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
。
此
田
楽
に
は
、
そ
れ
の
副

演
出
と
し
て
、
田
楽
能
が
行
は
れ
た
。
後
世
で
は
、
田
楽
と
言
へ
ば
、
舞
ふ
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事
と
奇
術
・ 

軽  

業 

カ
ル
ワ
ザ

様
の
も
の
と
だ
け
が
、
記
憶
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
け

れ
ど
も
、
田
楽
で
の
主
な
る
も
の
は
、
田
楽
能
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し

て
、
此
わ
き
芸
を
勤
め
た
も
の
が
猿
楽
で
あ
つ
た
。

か
う
し
て
、
も
と
、
田
楽
の
わ
き
芸
だ
つ
た
猿
楽
は
、
だ
ん
〳
〵
そ
れ
の
面

白
い
部
分
だ
け
を
吸
収
し
て
行
つ
て
、
や
が
て
自
立
す
る
様
に
な
つ
た
。
田

楽
が
舞
ふ
こ
と
ゝ
、
軽
業
・
奇
術
様
の
も
の
と
だ
け
に
な
つ
た
の
は
、
此
猿

楽
と
の
分
離
に
よ
る
残
滓
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ﹅
き﹅
な
も
の
に
対
す
る
お﹅
ど﹅
け﹅
で
、
お﹅
ど﹅
け﹅
の
方
は
、
狂
言
・
を
か
し
と
な

つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
能
楽
の
本
芸
と
な
つ
て
ゐ
る
脇
方
能
は
、
至
極

ま
じ
め
な
正
式
な
も
の
で
あ
る
。

わ
き
と
言
ふ
言
葉
は
、
脇
腹
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
ゝ
様
に
考
へ
た
人
も
あ
つ
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た
が
、
さ
う
な
ら
ば
、
二
人
の
対
立
が
必
要
で
あ
る
。
此
言
葉
は
、
本
来
は

日
本
の
神
事
か
ら
出
て
ゐ
る
。
巫
女
で
言
ふ
な
ら
、
一
人
の
兄
媛
エ
ヒ
メ
に
幾
人
も

の 

弟  
媛 

オ
ト
ヒ
メ

が
あ
る
様
に
、
随
伴
者
の
意
味
も
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
若
い
と

言
ふ
言
葉
か
ら
出
て
ゐ
る
。
即
、
わ
く
と
い
ふ
古
動
詞
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
、

わ
か
・
わ
き
お
な
じ
な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
此
か
ら
控
へ
役
・
神
聖
な

役
を
勤
め
る
も
の
な
ど
の
観
念
が
、
生
れ
も
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
四
　
能
楽
の
根
本
組
織

日
本
古
代
の
神
事
演
芸
は
、
神
と
精
霊
と
の
対
立
に
、
其
単
位
が
あ
つ
た
。

し
て
対
わ
き
は
、
其
か
ら
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
能
楽
の
本
領
は
、
其
わ
き
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方
に
あ
る
。
小
寺
さ
ん
が
、
能
楽
の
根
本
は
脇
能
に
あ
る
、
と
言
は
れ
た
の

に
符
合
す
る
訣
で
あ
る
が
、
此
わ
き
が
醇
化
し
て
行
く
と
、
わ
き
方
か
ら
し

て
方
を
生
み
出
す
。
わ
き
芸
其
も
の
ゝ
中
に
し
て
方
を
生
じ
る
。
此
は
、
わ

き
芸
が
本
芸
の
や
う
な
形
を
と
つ
て
、
発
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
若
な
ど

で
は
、
し
て
が
一
人
で
な
い
。

か
や
う
な
訣
で
、
わ﹅
き﹅
役
を
意
味
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
此
が
分
化

し
た
も
の
に
な
る
と
、
極
め
て
自
由
な
も
の
に
な
る
。
を
か
し
・
狂
言
は
か

う
し
て
、
能
と
岐
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
狂
言
の
方
に
は
あ
ど
と

い
ふ
も
の
が
生
れ
た
。
あ
ど
は
大
鏡
に
も
「
あ
ど
う
つ
め
り
し
」
な
ど
ゝ
あ

る
様
に
、
あ
い
の
手
を
う
つ
こ
と
、
相
手
方
と
な
り
動
作
を
示
す
も
の
で
、

や
は
り
説
明
役
の
一
種
で
あ
る
。
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此
あ
ど
と
同
じ
意
味
か
ら
出
た
も
の
に
、
能
楽
の
あ
い
が
あ
る
。
此
も
脇
方

か
ら
出
た
も
の
で
、
を
か
し
・
狂
言
に
似
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
多
少
役
ど

こ
ろ
が
違
ふ
。
前
し
て
が
中
入
り
を
し
た
後
で
、 

間  

語 

ア
ヒ
ガ
タ

り
と
言
ふ
事
を
す

る
。
其
が
あ
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
い
と
は
、
間
の
繋
ぎ
を
す
る
か
ら
の
名

称
と
考
へ
て
ゐ
る
人
も
あ
る
様
だ
が
、
其
は
誤
り
で
あ
る
。
あ
い
の
職
分
を

分
解
し
て
行
く
と
、
能
楽
の
根
本
組
織
を
理
会
す
る
事
が
出
来
る
。
の
み
な

ら
ず
、
古
代
の
文
学
を
生
み
出
し
て
行
つ
た
、
芸
能
の
基
礎
的
事
実
に
触
れ

る
事
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五
　
副
演
出
を
必
要
と
し
た
訣
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昨
春
、
旧
正
月
の
十
八
日
に
、
遠
州
の
山
奥
、
水
窪
町
を
訪
ね
て
、 

西  

浦 

ニ
シ
ウ
レ

所
能
の
田
楽
祭
り
を
見
学
し
た
。
田
楽
と
は
言
う
て
も
、  

編    

木  

ビ
ン
ザ
ヽ
ラ

を
使
ふ

こ
と
も
、
舞
ふ
こ
と
も
忘
れ
て
了
ひ
、
高
足
を
さ
へ
忘
れ
か
け
て
、
手
に
持

つ
て
歩
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
田
楽
能
だ
け
は
覚
え
て
ゐ
た
。
此
点

で
極
め
て
、
古
色
蒼
然
た
る
感
じ
を
与
へ
た
が
、
と
り
わ
け
暗
示
に
富
ん
で

ゐ
る
と
思
つ
た
の
は
、
番
毎
に
「
も
ど
き
の
手
」
と
言
ふ
こ
と
が
く
り
返
さ

れ
て
ゐ
る
事
で
あ
つ
た
。
ま
じ
め
な
一
番
が
す
む
と
、
装
束
や
持
ち
物
な
ど

稍
、
く
づ
れ
た
風
で
出
て
来
て
、
前
の
舞
ひ
を
極
め
て
早
間
に
く
り
返
し
、

お
ど
け
ぶ
り
を
変
へ
て
、
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
此
を
見
て
、
日

本
の
芸
能
が
、
お
な
じ
一
つ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
、
い
ろ
〳
〵
と
異
つ

た
形
で
あ
ら
は
し
、
漸
層
的
に
お
な
じ
こ
と
を
幾
つ
も
重
ね
て
来
た
事
実
を
、
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よ
く
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
。

併
し
、
か
う
し
た
事
の
く
り
返
さ
れ
る
の
は
、
何
故
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
根

本
は
、
日
本
の
宗
教
が
極
め
て
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
為
に
、
其
を
説
明
す

る
の
に
、
い
ろ
〳
〵
と
具
体
的
な
形
で
示
す
事
が
必
要
で
あ
つ
た
。
さ
う
し

て
そ
れ
に
は
、
い
ろ
〳
〵
な
現
し
方
が
あ
つ
た
。
い
ろ
〳
〵
な
現
し
方
で
、

一
つ
の
事
を
説
明
し
て
行
く
中
に
、
姿
・
形
が
変
る
と
同
時
に
、
だ
ん
〳
〵

大
き
く
育
つ
て
も
行
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
日
本
の
演
芸
の
発
達
が
あ

つ
た
の
で
、
主
た
る
一
人
が
発
言
し
、
動
作
し
た
こ
と
を
、
い
ろ
〳
〵
な
方

法
で
説
明
し
て
行
つ
た
。
要
す
る
に
、
日
本
の
芸
術
は
そ
の
発
生
す
る
に
あ

た
つ
て
、
ま
づ
説
明
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
事
実
が
、
横
は
つ
て
ゐ
た

の
だ
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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六
　
幸
若
舞
ひ
の
影
響

能
楽
の
あ
い
が
、
間
の
つ
な
ぎ
で
な
く
、
前
の
舞
台
の
説
明
で
あ
る
と
す
る

と
、
能
楽
に
は
既
に
一
番
の
中
に
二
つ
の
副
演
出
が
重
つ
て
ゐ
る
。
後
じ
て

は
更
に
、
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
。
即
、
前
に
現
れ
た
も
の
は
こ
れ
〳
〵
の

も
の
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
の
が
後
じ
て
で
あ
る
。
勿
論
、
新
し
い
も
の
ゝ

中
に
は
、
此
論
理
を
踏
ん
で
ゐ
な
い
も
の
も
あ
る
。
曾
我
も
の
・
判
官
も
の

な
ど
は
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
約
束
が
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
幸
若
舞

ひ
の
影
響
を
受
け
て
出
来
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
ら
う
。

と
も
か
く
曾
我
も
の
は
、
謂
は
ゞ
後
じ
て
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
曾
我
の
姿
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を
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
船
弁
慶
で
は
、
前
し
て
と
後
じ
て
と
が
、
何
の
関
係

も
な
い
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
能
楽
本
来
の
論
理
で
説
明
す
れ
ば
、
前
し
て

の
静
シ
ヅ
カは
、
後
じ
て
の 

知  

盛 

ト
モ
ヽ
リ

の
霊
の
化
身
で
あ
る
、
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

此
で
見
る
と
、
元
来
後
じ
て
は
一
種
の
わ
き
役
な
の
で
あ
る
か
ら
、
前
し
て

と
は
、
別
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訣
で
あ
る
が
、
役
と
し
て
重
い
も
の
な
の

で
、
い
つ
か
し
て
方
が
、
其
両
方
を
兼
ね
て
し
ま
ふ
様
に
な
つ
た
の
だ
と
思

は
れ
る
。

能
楽
の
新
作
が
、
幸
若
舞
ひ
の
影
響
を
受
け
た
適
切
な
例
は
、
修
羅
も
の
で

あ
る
。
修
羅
物
を
見
る
と
大
抵
、
組
織
は
同
じ
で
も
、
現
代
の
生
活
　
　
当

時
の
武
士
の
生
活
の
写
生
　
　
に
近
い
も
の
で
、
さ
う
し
た
も
の
が
面
白
が

ら
れ
た
結
果
、
従
来
の
も
の
と
は
だ
ん
〳
〵
に
、
離
れ
て
行
く
傾
向
を
持
つ
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て
ゐ
た
事
が
、
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
七
　
翁
と
三
番
叟

能
楽
で
重
要
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
「
翁
」
で
あ
る
。
明
治
に
な
つ
て

か
ら
は
、
年
の
始
め
と
、
新
築
の
舞
台
開
き
と
だ
け
し
か
演
ら
な
く
な
つ
た

が
、
江
戸
時
代
ま
で
は
、
興
行
日
数
の
あ
る
限
り
、
毎
日
こ
れ
を
演
つ
た
の

で
あ
る
。
明
治
以
後
、
所
演
が
尠
く
な
つ
た
訣
は
、
役
者
が
も
の
い
み
の
生

活
を
嫌
ふ
様
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
翁
を
毎
日
演
つ
た
と
言

ふ
こ
と
は
、
此
が
あ
ら
ゆ
る
演
芸
種
目
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
能

に
も
深
い
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
。
言
葉
を
換
へ
て
言
ふ
な
ら
、
す
べ
て
の
能
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が
翁
の
副
演
出
だ
、
と
言
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

翁
は
元
来
し
て
方
の
役
目
の
や
う
に
見
え
る
が
、
実
は
脇
方
で
始
め
た
も
の

で
、
脇
役
者
が
し
て
を
つ
け
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
翁
に
対
す
る
黒

尉
、
即
三
番
叟
は
、
誰
が
見
て
も
、
白
式
の
尉
の
も
ど
き
で
あ
る
事
が
理
会

出
来
る
。
翁
が
神
歌
を
謡
ひ
な
が
ら
舞
う
た
跡
を
、
動
作
で
示
す
の
が
三
番

叟
で
あ
る
。
三
番
叟
を
勤
め
る
役
者
が
、
狂
言
方
か
ら
出
る
の
に
は
、
深
い

意
味
が
あ
つ
て
、
動
作
が
巧
妙
だ
か
ら
だ
な
ど
ゝ
言
ふ
、
単
純
な
理
由
か
ら

で
は
な
い
。
白
式
の
尉
の
演
ず
る
も
の
は
、
歌
も
舞
ひ
も
、
頗
象
徴
的
の
も

の
　
　
河
口
慧
海
氏
は
、
と
う
〳
〵
た
ら
り
は
西
蔵
語
だ
と
言
う
て
、
飜
訳

さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
笛
の
調
子
で
あ
ら
う
　
　
で
あ
つ
て
、
そ
の

神
秘
な
言
動
を
動
作
に
よ
つ
て
、
説
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
は
ど
う
し
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て
も
わ
き
方
の
役
者
に
よ
つ
て
、
演
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
脇
方
と

し
て
は
、
重
要
な
役
目
で
あ
る
訣
だ
。

　
　
　
　
　
八
　
翁
の
副
演
出

と
こ
ろ
で
、
能
楽
で
は
更
に
、
此
上
に
そ
れ
の
説
明
が
つ
く
。
能
の
本
随
で

あ
る
、
神
能
の
所
演
が
其
で
あ
る
。
翁
が
入
り
、
三
番
叟
が
す
む
と
、
殆
ど
、

お
茶
を
呑
み
に
行
く
間マ
も
な
い
程
の
間
で
、
神
能
が
始
ま
る
。
養
老
・
田
村

・
高
砂
・
嵐
山
な
ど
、
神
仏
に
関
係
し
た
も
の
が
演
じ
ら
れ
る
。
前
し
て
で

田
夫
野
人
で
あ
つ
た
も
の
が
、
後
じ
て
で
、
実
は
か
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
、

神
・
仏
或
は
聖
な
る
も
の
ゝ
姿
と
な
つ
て
、
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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翁
に
対
す
る
神
能
の
関
係
は
、
副
演
出
と
見
な
け
れ
ば
ら
な
い
。
翁
の
芸
を

三
番
叟
が
飜
訳
し
、
更
に
神
能
が
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
尚

此
上
に
、
次
の
番
組
で
神
能
の
説
明
が
試
み
ら
れ
る
。
能
の
番
組
は
、
さ
う

し
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
思
ふ
が
、
い
つ
か
其
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
た
ゞ
神
の

意
志
を
伝
へ
れ
ば
い
ゝ
と
言
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

翁
が
毎
日
繰
り
返
さ
れ
た
意
味
は
、
こ
れ
で
訣
る
。
ど
の
能
も
が
、
翁
の
説

明
で
あ
り
、
副
演
出
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
猿
楽
の
基
礎
は
、
翁
で
あ
る
が
、

此
「
翁
」
は
、
も
と
は
田
楽
附
属
の
芸
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
幾
つ
も
の
副
演

出
を
重
ね
て
行
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
遂
に
猿
楽
を
分
離
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど

に
ま
で
、
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
猿
楽
は
其
最
著
し
い
例
で
あ
る
が
、
か
う

し
て
副
演
出
を
重
ね
て
行
つ
た
の
は
、
単
に
猿
楽
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
本
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の
芸
術
は
か
く
し
て
、
豊
か
に
発
達
し
て
行
つ
た
。
か
く
て
、
能
の
源
流
は

脇
能
に
あ
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
日
本
の
演
劇
史
を
研
究
す
る
上
に
、
極
め
て

大
切
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
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文
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「
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007

年5
月2
日
作
成

青
空
文
庫
作
成
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イ
ル
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こ
の
フ
ァ
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ル
は
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文
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