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世
阿
弥
は『
風
姿
花
伝
』第
三「
問
答
条
々
」第
四
項

で
、
役
者
同
士
が
芸
を
競
い
合
う
立
合
勝
負
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。物

数
を
ば
似
せ
た
り
と
も
、
花
の
あ
る
や
う
を

知
ら
ざ
ら
ん
は
、
花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
を
集
め

て
見
ん
が
ご
と
し
。

　
物
ま
ね
を
よ
く
似
せ
て
、
多
く
の
役
柄
を
う
ま
く

演
じ
こ
な
し
て
も
、
花
の
あ
り
方
を
知
ら
な
い
役
者

は
、
例
え
て
言
え
ば
花
が
咲
い
て
い
な
い
時
の
草
や

木
を
集
め
て
見
る
よ
う
な
も
の
だ
。

　
い
く
ら
役
を
う
ま
く
演
じ
る
技
術
を
持
っ
て
い
て

も
、
そ
れ
が
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
観
客
に
伝
わ
ら

な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
芸
の
面
白
さ

が
伝
わ
る
か
と
い
う
こ
と
を
演
者
は
常
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
工
夫
を
し
な
い
役
者
を
世
阿

弥
は「
花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
を
集
め
て
見
ん
が
ご
と

し
」と
表
現
し
て
い
る
。

　
枝
葉
は
花
が
咲
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
。
世
阿
弥
は
能
を
演
じ
る
の
に
必
要
な
技
術
を

枝
葉
に
例
え
、
そ
こ
に
咲
く
花
を
芸
の
面
白
さ
に
例

え
て
い
る
。
花
が
咲
く
た
め
に
は
土
台
と
な
る
枝
葉

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
能
を
演

じ
る
た
め
に
は
基
礎
と
な
る
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
だ
技
術
を
見
せ
る
だ
け
で
は
面
白
い
芸

と
は
言
え
な
い
。
観
客
が
役
者
の
芸
を
見
て
面
白
い

と
思
っ
て
初
め
て
芸
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
の
で

あ
る
。

　
枝
葉
は
、
そ
こ
に
花
が
咲
い
て
初
め
て
鑑
賞
の
対

象
と
な
る
の
で
あ
り
、
枝
葉
自
体
は
見
て
面
白
い
物

で
は
な
い
。
花
が
咲
い
て
い
な
い
草
木
ば
か
り
を
い

く
ら
集
め
て
見
た
と
こ
ろ
で
意
味
は
な
い
。
世
阿
弥

は
技
術
だ
け
を
見
せ
る
演
技
を
、
わ
ざ
わ
ざ
花
の
咲

い
て
い
な
い
時
の
草
木
だ
け
を
集
め
て
見
る
行
為
に

例
え
る
。
こ
の「
花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
を
集
め
て
見
」

る
と
い
う
表
現
の
源
と
し
て『
古
今
集
』秋
・
上
の
詠

み
人
知
ら
ず
の
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
み
ど
り
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し

　
　
　
　
秋
は
色
々
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

　
春
に
見
た
時
に
は
、
ど
れ
も
緑
一
色
の
同
じ
種
類

の
草
と
見
え
た
が
、
秋
に
な
っ
て
花
が
咲
い
て
み
る

と
色
と
り
ど
り
の
様
々
な
種
類
の
花
で
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
上
の
句
は
春
、
下
の
句
は
秋
の
情
景
で
、

両
者
を
対
比
さ
せ
て
詠
ん
で
い
る
。
緑
一
色
の
草
が

季
節
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
色
彩
豊
か
な
景
色
へ

と
変
化
す
る
。
草
だ
け
の
時
に
は
色
が
同
じ
で
違
い

が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
花
が
咲
い
て
初
め
て
、
そ

の
色
や
形
に
よ
っ
て
種
類
の
違
い
が
認
識
で
き
た
感

動
を
詠
ん
で
い
る
。

　
花
の
咲
い
て
い
な
い
多
く
の
草
を
同
時
に
見
る
と

い
う
上
の
句
の
表
現
は
、「
花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
を

集
め
て
見
」る
と
い
う
世
阿
弥
の
比
喩
と
発
想
が
似

る
。
色
と
り
ど
り
の
花
を
見
た
時
の
感
動
は
、
世
阿

弥
に
置
き
換
え
れ
ば
、
役
者
の
芸
を
見
た
観
客
の
感

動
と
重
な
る
。
草
に
花
が
咲
く
た
め
に
は
季
節
の
推

移
と
い
う
条
件
が
必
要
だ
が
、
能
に
花
を
咲
か
せ
る

た
め
に
必
要
な
の
は
役
者
の
意
識
・
工
夫
で
あ
る
。

　
世
阿
弥
は
ま
た「
問
答
条
々
」第
八
項
で
、
花
よ
り

も
な
お
上
の「
萎
れ
た
る
」芸
境
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

花
の
萎
れ
た
ら
ん
こ
そ
面
白
け
れ
、
花
咲
か
ぬ

草
木
の
萎
れ
た
ら
ん
は
、
何
か
面
白
か
る
べ
き
。

　
美
し
い
花
が
萎
れ
る
か
ら
こ
そ
味
わ
い
が
あ
る
の

で
あ
り
、
花
の
咲
い
て
い
な
い
草
木
が
萎
れ
て
も
面

白
く
は
な
い
。
同
様
に
花
を
極
め
た
役
者
だ
け
が
、

そ
の
上
の
萎
れ
た
る
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
技
術
が
優
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ
の

境
地
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
も
観
客
に
面
白

さ
が
伝
わ
る
工
夫
を
し
な
い
役
者
を
花
咲
か
ぬ
草
木

に
象
徴
さ
せ
て
い
る
。

　「
問
答
条
々
」で
は
、「
花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
」の
少

し
前
に
、
立
合
勝
負
に
お
け
る
若
手
と
ベ
テ
ラ
ン
の

対
戦
に
つ
い
て
、
桜
の
木
の
比
喩
を
用
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。
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い
か
な
る
名
木
な
り
と
も
、
花
の
咲
か
ぬ
時
の

木
を
や
見
ん
、
犬
桜
の
一
重
な
り
と
も
、
初
花

色
々
と
咲
け
る
を
や
見
ん
。
か
や
う
の
譬
へ
を

思
ふ
時
は
、
一
旦
の
花
な
り
と
も
、
立
合
に
勝

つ
は
理
な
り
。

　
こ
こ
で
は
ベ
テ
ラ
ン
を
華
や
か
な
桜
の
名
木
に
、

若
手
を
地
味
な
一
重
の
犬
桜
に
例
え
、
花
が
咲
い
て

い
な
い
名
木
よ
り
も
、
地
味
で
は
あ
っ
て
も
花
が
咲

い
て
い
る
犬
桜
の
方
が
観
客
の
目
を
引
く
と
説
明
し

て
い
る
。
世
阿
弥
は
名
木
の
状
態
を「
花
の
咲
か
ぬ

時
の
木
」と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
犬
桜
の
状
態
を

「
初
花
色
々
と
咲
け
る
」と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や

や
不
自
然
な
記
述
で
あ
る
。「
初
花
色
々
と
咲
く
」と

い
う
の
は
、
そ
の
季
節
に
な
っ
て
様
々
な
種
類
の
花

が
色
と
り
ど
り
に
咲
き
始
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

犬
桜
と
い
う
一
種
類
の
花
が
咲
く
こ
と
に
こ
の
表
現

を
使
う
の
は
、
そ
ぐ
わ
な
い
感
が
あ
る
。
こ
れ
は『
古

今
集
』
歌
の
下
の
句「
秋
は
色
々
の
花
に
ぞ
あ
り
け

る
」と
い
う
言
葉
が
世
阿
弥
の
念
頭
に
あ
り
、
そ
れ

に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
の
表
現
に

は
、
い
ず
れ
も
花
の
咲
い
て
い
な
い
時
と
咲
い
て
い

る
時
の
状
態
を
対
比
す
る
構
想
の
中
で
使
わ
れ
て
い

る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
花
が
色
々
に
咲
く
と
い
う
の
は
、
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
あ
る
。『
拾
遺
集
』雜
・
秋
の

平
兼
盛
の
歌（
一
一
〇
一
番
）の
詞
書
に

円
融
院
の
御
屏
風
に
、
秋
の
野
に
色
々
の
花
咲

き
乱
れ
た
る
所
に
、
鷹
据
ゑ
た
る
人
あ
り
。

と
、
屏
風
絵
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た『
撰

集
抄
』巻
六
・
第
十
一「
武
蔵
野
ノ
郁
芳
門
院
ノ
侍
之

事
」は
、
西
行
が
武
蔵
野
に
遁
世
し
た
郁
芳
門
院
の

侍
に
出
会
う
有
名
な
話
だ
が
、
そ
の
冒
頭
の
記
述
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
い
つ
こ
ろ
、
武
蔵
野
を
過
ぎ
侍
り
し
に
、
東

西
南
北
草
の
み
茂
り
て
人
も
住
ま
ず
、
草
花

色
々
に
咲
き
乱
れ
て
、
も
も
う
ら
に
唐
錦
を
広

げ
た
ら
ん
心
地
の
し
侍
り
て
、

　
武
蔵
野
に
一
人
隠
遁
す
る
老
僧
の
家
居
の
周
り

に
、
萩
や
桔
梗
な
ど
秋
の
草
花
が
咲
き
乱
れ
る
情
景

は
、『
西
行
物
語
絵
巻
』で
も
、
お
馴
染
み
の
場
面
で

あ
る
。
和
歌
で
は『
後
拾
遺
集
』秋
・
上
の
清
原
元
輔

の
歌（
二
六
六
番
）

　
　
色
々
の
花
の
紐
と
く
夕
暮
れ
に

　
　
　
　
千
代
ま
つ
虫
の
声
ぞ
聞
こ
ゆ
る

が
著
名
で
あ
る
。「
色
々
の
花
」と
い
う
表
現
は
、『
古

今
集
』以
来
、
秋
の
情
景
描
写
と
し
て
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
。『
藤
原
隆
信
集
』（
四
三
〇
番
）

　
　
色
々
の
花
咲
く
秋
の
夕
ま
ぐ
れ

　
　
　
　
野
を
も
ろ
と
も
に
見
る
人
も
が
な

や
、『
文
保
百
首
』の
一
条
内
経（
三
四
四
番
）

　
　
色
々
の
花
の
も
も
草
こ
き
ま
ぜ
て

　
　
　
　
野
辺
こ
そ
秋
の
錦
な
り
け
れ

な
ど
が
あ
る
。
後
者
は
柳
桜
を
春
の
錦
と
詠
ん
だ
素

性
の
歌
を
本
歌
と
し
、「
色
々
の
花
」を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
秋
の
情
景
に
詠
み
換
え
て
い
る
。

　
世
阿
弥
作「
泰
山
木
」で
は
、
桜
町
中
納
言
が

　
　
金
銀
珠
玉
色
々
の
、
花
の
祭
り
を
急
ぐ
な
り

と
桜
の
寿
命
を
延
ば
す
祭
り
を
行
う
。
こ
こ
で
は

「
色
々
の
花
」と
い
う
表
現
を
核
と
し
て
、「
金
銀
珠

玉
色
々
の
」（
金
銀
珠
玉
な
ど
、
色
々
の
捧
げ
物
を

し
て
）、「
色
々
の
、
花
の
祭
り
」（
花
の
寿
命
を
延

ば
す
様
々
な
祭
り
）を
行
う
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ

で
は
、「
色
々
の
花
」は
実
景
で
は
な
く
文
飾
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
が
、「
色
々
の
花
」を
春
に
使
う
の
は

世
阿
弥
の
特
徴
で
あ
る
。

　
世
阿
弥
は
ま
た
、
冒
頭
に
挙
げ
た
引
用
部
分
に
続

け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

万
木
千
草
に
お
い
て
、
花
の
色
も
皆
々
異
な
れ

ど
も
、
面
白
し
と
見
る
心
は
同
じ
花
な
り
。

　
様
々
な
種
類
の
木
や
草
の
場
合
、
花
の
色
も
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
見
て
面
白
い
と

感
じ
る
心
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
発
想
の
歌

と
し
て
、
元
永
二
年（
一
一
一
九
）『
内
大
臣
家
歌
合
』

の
源
兼
昌
の
歌
が
あ
る（
十
六
番
）。

　
　
秋
く
れ
ば
千
草
に
匂
ふ
花
の
色
の

　
　
　
　
心
ひ
と
つ
に
い
か
で
し
む
ら
ん

　『
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
』の
参
河
の
歌（
二
十
二
番
）

は
、
こ
の
歌
を
踏
ま
え
る
。

　
　
秋
の
野
の
千
草
の
花
の
色
々
を

　
　
　
　
心
ひ
と
つ
に
染
め
て
こ
そ
見
れ

　
秋
の
野
に
咲
く
色
と
り
ど
り
の
花
を
見
て
楽
し
む

こ
と
を
世
阿
弥
は
様
々
な
種
類
の
物
ま
ね
を
見
て
楽

し
む
観
客
の
心
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

　「
み
ど
り
な
る
」の
歌
は
、
春
と
秋
を
対
比
さ
せ
た

論
理
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
色

と
り
ど
り
の
花
が
咲
く
情
景
は
、
き
わ
め
て
感
覚
的

で
あ
る
。
世
阿
弥
能
楽
論
が
精
緻
な
論
理
を
展
開
し

な
が
ら
優
れ
て
文
学
的
で
あ
る
背
景
に
は
、
和
歌
の

伝
統
的
な
表
現
が
存
在
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
国
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）


