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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
327
〉

　
　

『
狂
言
絵
』〈
二
人
袴
〉を
読
む
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狂
言
古
図
と
通
称
さ
れ
て
い
る
狂
言
の
古
い
画

が
、
研
究
者
の
間
で
最
近
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
。

江
戸
初
期
か
ら
中
期
の
成
立
と
考
証
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
が
、
江
戸
中
期
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
図

柄
は
初
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
り
、
狂
言
の
変
遷
・

流
動
を
確
か
め
る
た
め
の
良
い
資
料
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
狂
言
の
台
本
は
、
早
い
時
期

の
も
の
と
し
て
は
室
町
期
に
そ
の
内
容
が
遡
る
天
正

狂
言
本
、
流
派
未
詳
な
が
ら
そ
れ
に
続
く
祝
本
狂
言

集
、
江
戸
初
期
に
記
録
さ
れ
た
大
蔵
流
・
大
蔵
虎
明

本
、
和
泉
流
・
天
理
本
狂
言
六
義
、
鷺
流
・
延
宝
忠

政
本
、
享
保
保
教
本
な
ど
が
あ
り
、
各
曲
の
古
い
形

は
台
本
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
享
保

保
教
本
は
注
記
が
多
く
、
江
戸
中
期
に
向
か
う
狂
言

の
実
態
を
確
か
め
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ

が
、
他
の
諸
本
は
セ
リ
フ
の
流
れ
は
確
認
で
き
る
も

の
の
、
舞
台
上
の
姿
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
江
戸

中
期
以
降
の
諸
台
本
を
援
用
す
る
ほ
か
は
無
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
江
戸
初
期
、
前
に
挙
げ
た
諸

台
本
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
古
画
が
ま
と
ま
っ
て
登

場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な

古
画
の
存
在
は『
狂
言
集
成
』（
春
陽
堂
、
昭
６
）に

四
十
四
図
を
載
せ
て
い
る
の
で
、
そ
の
存
在
は
知
ら

れ
て
い
た
が
、
モ
ノ
ク
ロ
・
小
画
面
で
、
由
緒
不
明

と
あ
っ
て
は
、
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

古
川
久
氏
が「
狂
言
古
図
」十
六
図（
現
在
国
立
能
楽

堂
蔵
）
を
紹
介
さ
れ
て
研
究
の
端
緒
に
つ
い
た
が
、

少
数
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て〈
鷺
〉〈
半
銭
〉の
よ
う

な
廃
曲
の
画
に
関
心
が
持
た
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

最
近
に
な
っ
て
藤
岡
道
子
氏
の
地
道
な
探
求
に
よ
る

紹
介
や
、
国
立
能
楽
堂
を
始
め
各
機
関
が
狂
言
古
画

を
多
数
収
集
、
公
開
し
、
江
島
弘
志
氏
蔵「
古
狂
言

後
素
帖
」も
公
開
さ
れ
、
研
究
へ
の
機
運
が
高
ま
っ

て
い
た
。
国
文
学
研
究
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
た
狂
言

古
画
六
〇
図
は『
狂
言
絵　

彩
色
や
ま
と
絵
』（
勉
誠

出
版
、
平
26
）と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
小

林
健
二
氏
に
よ
る
解
題
・
各
曲
解
説
が
付
さ
れ
、
狂

言
の
演
出
研
究
に
有
益
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
そ
の
中
で
問
題
の
あ
る〈
二
人
袴
〉の
画
を
読
ん

で
み
よ
う
。

　

こ
れ
は
一
つ
の
袴
の
前
を
子
が
、
後
ろ
を
父
が
そ

れ
ぞ
れ
前
に
当
て
て
い
る
図
柄
で
あ
る
。
二
人
は
横

に
繋
が
っ
て
お
り
、
後
ろ
も
繋
が
っ
た
一
つ
の
巨
大

な
袴
に
見
え
る
が
、
小
林
健
二
氏
に
よ
る
解
説
で
は
、

徳
川
美
術
館
蔵「
山
脇
流
」も
同
図
だ
が
、
一
個
所
を

裂
い
て
広
げ
て
い
る
図
柄
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
ろ
が

繋
が
っ
て
見
え
る
の
は「
補
彩
す
る
際
の
誤
り
」と
の

こ
と
で
あ
る
。
他
に
は
見
ら
れ
な
い
図
柄
で
、
こ
の

姿
で
は
二
人
は
離
れ
ら
れ
ず
一
緒
に
行
動
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
古
画
の
袴
は
二
人
の
足

が
見
え
て
い
る
の
で
、
半
袴
に
見
え
る
。
ま
た
舅
の

方
は
長
上
下
な
の
に
、
親
子
の
方
は
熨
斗
目
着
流
し
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で
、
あ
ま
り
目
出
度
い
と
言
え
る
姿
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
画
の
特
色
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
。

　

〈
二
人
袴
〉は
聟
物
の
狂
言
の
中
で
も
上
演
頻
度
の

高
い
人
気
曲
で
あ
る
。「
舅
入
り
」の
習
俗
を
背
景
と

し
た
狂
言
の
聟
入
り
物
は
間
違
っ
た
作
法
を
教
え
ら

れ
た
花
聟
の
失
敗
を
描
く
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の

〈
二
人
袴
〉は
そ
の
教
え
手
が
登
場
せ
ず
、
父
親
が
登

場
す
る
。
江
戸
初
期
の
演
出
で
は
、
虎
明
本
・
天
理

本
と
も
舅
方
が
準
備
し
て
待
ち
、
父
親
が
最
上
吉
日

だ
か
ら
と
息
子
を
聟
入
り
さ
せ
る
と
い
う
設
定
で
あ

る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
題
名
と
な
る
袴
を
含
む
衣

装
の
こ
と
で
あ
る
。
天
理
本
で
は
、
聟
は「
は
か
ま

な
し
に
上
斗
き
て
」出
る
の
で
、
素
襖
の
上
だ
け
着

て
い
る
。
虎
明
本
で
は
、
父
が「
は
じ
め
に
き
れ
ひ

に
し
て
も
、
あ
と
が
つ
づ
く
ま
ひ
ほ
ど
に
、
互
に
は

ぢ
も
は
ぢ
ら
れ
も
せ
ぬ
間
じ
や
、
く
る
し
う
な
ひ
」

と
平
服
で
行
く
こ
と
に
し
、「
か
み
し
も
を
ば
き
せ

た
ら
ば
よ
か
ら
ふ
が
、
下
は
あ
れ
ど
も
上
が
な
ひ
」

と
言
う
の
で
、
上
は
着
て
い
な
い
。
両
流
と
も
下
の

長
袴
は
持
っ
て
行
く
の
で
、
こ
れ
は
現
行
と
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
法
通
り
の
礼
服
を

用
意
で
き
な
い
こ
と
が
聟
側
の
負
い
目
で
あ
り
、
失

敗
の
原
因
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
は
こ
の「
袴
」で
あ
る
。
こ
の
狂
言
の

最
古
形
は
天
正
狂
言
本
の〈
は
か
ま
さ
き（
袴
裂
き
）〉

で
あ
る
。
表
章
氏
の
校
訂
に
従
っ
て
、
漢
字
を
あ
て
、

読
み
や
す
く
し
て
本
文
を
示
す
。

　

一
、一
人
出
て
、
舅
入
り
す
る
。
太
郎
冠
者
出
で

　

合
ふ
。
舅
、
袴
持
た
ず
、
太
郎
冠
者
と
し
て
番
替

　

は
り
に
着
る
。
後
は
袴
を
引
き
裂
き
て
、
二
人
し

　

て
着
る
。
さ
て
酒
盛
り
す
る
。
聟
立
ち
て
舞
ふ
。

　

舅
、
太
郎
冠
者
と
後
ろ
と
後
ろ
と
を
合
せ
て
舞
ふ
。

　

聟
不
審
し
て
押
し
分
け
見
る
。
舅
逃
ぐ
る
。
聟　

　

手
を
打
っ
て
笑
ふ
。
留
め
。

　

江
戸
時
代
以
降
、
現
代
ま
で
の
演
出
と
大
き
く
違

う
の
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
失
敗
す
る
の
が
聟
側
で

は
な
く
、
舅
側
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昔
話
以
来
、

失
敗
す
る
の
は
聟
と
い
う
の
が
定
型
だ
か
ら
、
こ
れ

は
逆
転
の
発
想
で
あ
る
。
天
正
狂
言
本
で
は
、
こ
の

曲
の
直
前
に〈
舟
こ
し
し
う
と（
舟
越
舅
）〉が
収
め
ら

れ
、
現
行〈
舟
渡
聟
〉と
同
曲
だ
が
、
こ
れ
も
舅
の
失

敗
を
扱
っ
た
曲
で
あ
る
。
昔
話
の
定
型
を
離
れ
て
、

舅
に
比
重
を
掛
け
る
発
想
が
天
正
狂
言
本
の
時
代
、

室
町
時
代
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が

江
戸
期
以
降
の
台
本
で
は
聟
の
失
敗
の
方
に
回
帰
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、「
太
郎
冠
者

と
し
て
番
替
は
り
に
着
る
」の
解
釈
は
む
ず
か
し
い
。

表
氏
の
頭
注
通
り
、「
太
郎
冠
者
と
二
人
し
て
替
る

替
る
着
る
」と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、「
舅
、

袴
持
た
ず
」は
ど
う
い
う
事
か
。
こ
の
袴
は
太
郎
冠

者
が
着
て
い
た
も
の
に
違
い
な
い
の
で
、
従
者
が
袴

を
持
ち
、
主
人
が
持
た
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
解
決
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
見
え
て
い
る
の
は
、

こ
れ
が
太
郎
冠
者
の
袴
、
す
な
わ
ち
半
袴
で
あ
っ
た

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
袴
の
着
方
で
あ
る
。
酒
宴
の
後
に
、「
袴

を
引
き
裂
」い
て
着
た
舅
と
太
郎
冠
者
が「
後
ろ
と
後

ろ
と
を
合
せ
て
舞
ふ
」。
一
見
、
問
題
が
な
い
よ
う

に
も
見
え
る
が
、
現
行
の
よ
う
な
完
全
に
前
後
を
裂

い
て
二
枚
に
す
る
演
出
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で

舞
え
る
の
で
あ
り
、
二
人
が
背
中
合
わ
せ
に
な
る
必

然
性
は
な
い
。
ま
た
、
ま
た
こ
こ
で
も
長
袴
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
。
現
行
の
演
出
の
ま
ま

で
後
ろ
を
合
わ
せ
て
舞
う
形
に
な
る
と
、
長
袴
だ
と

舞
う
時
に
後
ろ
に
流
し
た
袴
の
先
の
処
理
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
袴
は
や
は
り
半
袴

で
あ
っ
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
で
私
の

考
え
は
こ
の
段
階
で
止
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
古
画
と
天
正
狂
言
本
を
併
せ

見
て
み
よ
う
。

　

古
画
が
半
袴
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
で
良
い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
古
画
で
は
二
人
は
横
に
繋
が
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
単
独
の
舞
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま

た
横
に
な
ら
動
け
る
が
廻
ろ
う
と
す
る
と
所
作
が
大

き
く
な
り
過
ぎ
る
。
背
と
背
を
合
わ
せ
れ
ば
小
さ
く

廻
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
後
ろ
を
合
わ
せ
る〈
は

か
ま
さ
き
〉は
こ
の
古
画
の
形
、
一
個
所
を
裂
く
も

の
だ
っ
た
ろ
う
。
二
人
一
緒
に
動
く
の
だ
か
ら
一
応

相
舞
で
あ
る
。
天
理
本
・
虎
明
本
と
も
三
神
相
応
だ

か
ら
め
で
た
く
三
人
で
相
舞
に
す
る
の
だ
が
、〈
は

か
ま
さ
き
〉は
相
舞
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
狂
言
に
相
合
い
傘
な
ど
と
い
う「
相
合
」の
趣

向
が
あ
る
と
説
か
れ
た
の
は
小
山
弘
志
氏（
日
本
古

典
文
学
大
系『
狂
言
集
』下
補
説
）と
、
そ
れ
を
受
け

た
橋
本
朝
生
氏
で
あ
る
。
天
正
狂
言
本
の
後
ろ
を
合

わ
せ
る「
相
合
」の
趣
向
は
狂
言
記
正
編（
万
治
三
年
、

一
六
六
〇
）
の〈
相
合
袴
〉
の
、
袴
を
裂
か
な
い
で
、

一
つ
の
袴
を
左
右
か
ら
二
人
で
共
用
す
る
趣
向
に
受

け
継
が
れ
る
と
い
う
。
正
編
の
挿
絵
に
よ
れ
ば
、
こ

の
袴
は
半
袴
で
あ
る
。
一
方
、
袴
裂
き
の
趣
向
は
相

合
と
離
れ
て
、
大
蔵
・
和
泉
・
鷺
の
三
流
に
長
袴
を

用
い
、
二
つ
に
分
離
す
る
形
で
受
け
継
が
れ
た
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
教
大
学
名
誉
教
授
）


