
〈
寿
椿
〉 

ワ
キ
＼
こ
れ
は
表
き
よ
し
と
申
す
学
者
に
て
候
。
さ
て
も
亡
き
父
表
章
は

能
楽
研
究
の
泰
斗
と
称
さ
れ
、
業
績
あ
ま
た
あ
る
中
に
も
、
味
間
の
補
巌

寺
に
世
阿
弥
参
学
の
跡
を
見
つ
け
し
こ
と
は
忘
れ
が
た
く
候
。
我
も
ま
た

父
に
な
ら
い 

 

能
楽
研
究
を
専
（
も
っ
ぱ
）
ら
と
い
た
し
候 

 

今
日
は
世
阿
弥
の
事
績
と
題
し
て 

 

田
原
本
に
て
講
演
仕
り
候 

 

か
く
て
我
が
父
表
章
は 

畏
友
香
西
精
（
い
ゆ
う
こ
う
さ
い
つ
と
む
）
先

生
の
御
導
き
に 

味
間
の
補
巌
寺
に 

世
阿
弥
参
学
の
跡
を
発
見
い
た
し
て
候 

ワ
キ
ツ
レ
＼
香
西
精
先
生
は
、
在
野
の
碩
学
な
り
し
が 

ワ
キ
＼
父
は
先
生
の
学
徳
を
慕
ひ
、
と
も
に
学
問
の
最
前
線
を
切
り
拓
き

て
候 

ワ
キ
ツ
レ
＼
そ
の
後
有
縁
の
人
々
相
集
ひ
、
世
阿
弥
参
学
の
碑
を
建
立
す
。 

 

ワ
キ
＼
今
に
新
暦
八
月
八
日
を
も
つ
て
世
阿
弥
忌
を
修
す
る
習
ひ
な
り
。 

 

本
日
の
講
演
つ
つ
が
な
く
相
済
み
候
間
、
聴
聞
の
人
々
を
も
語
ら
ひ
、 

こ
れ
よ
り
補
巌
寺
へ
参
詣
申
さ
ば
や
と
思
い
候
。 

皆
々
御
覧
候
へ
。
こ
れ
こ
そ
世
阿
弥
参
学
の
碑
よ 

わ
づ
か
に
残
る
山
門
に
一
山
の
栄
華
偲
び
が
た
し
と
雖
も
、
碑
に
添
ふ
て

椿
の
木
あ
り
、
駘
蕩
た
る
春
風
に
花
は
開
き
て
微
笑
む
が
ご
と
し
、
あ
は

れ
世
阿
弥
の
妻
の
名
に
あ
る
花
に
て
候
よ
。 

 

ワ
キ
ツ
レ
＼
寿
椿
の
御
事
に
て
候
な
。
最
前
の
御
講
話
の
如
く 

今
一
度

お
聞
か
せ
候
へ
。 

ワ
キ
＼
能
楽
の
太
祖
世
阿
弥
、
娘
婿
金
春
禅
竹
に
宛
て
し
書
状
二
通
残
れ

り
。
一
通
は
配
所
の
佐
渡
よ
り
寿
椿
扶
持
の
礼
を
も
述
ぶ
。
今
一
通
に
「
ふ

か
ん
じ
二
代
の
仰
せ
」
と
あ
る
が
詳
ら
か
な
ら
ざ
り
し
が
、
香
西
精
先
生
、

こ
れ
こ
そ
開
山
了
堂
和
尚
を
継
ぎ
し
竹
窓
和
尚
、
寺
は
味
間
の
補
巌
寺
と

突
き
止
め
ら
れ
て
候
よ
。
亡
父
感
に
堪
へ
ず
補
巌
寺
を
訪
れ
、
古
き
納
帳

四
冊
の
中
に
「
至
翁
禅
門 

八
月
八
日
」
こ
れ
な
る
文
字
を
見
出
し
、
世

阿
弥
の
法
名
紛
れ
も
な
く
、
八
月
八
日
ぞ
忌
日
な
ら
ん
と
欣
喜
雀
躍
せ
し

と
言
ふ
。
香
西
先
生
喜
び
給
ひ
、
同
じ
き
古
き
納
帳
に
寿
椿
禅
尼
の
名
を

得
給
ふ
。 

こ
こ
に
補
巌
寺
に
追
善
の
田
を
寄
進
せ
し
夫
婦
の
法
名
揃
ひ
し
は
、
世
阿

弥
参
禅
の
揺
る
が
ぬ
証
拠
よ
と
て
、
能
楽
研
究
の
画
期
を
成
す
、
今
に
聞

こ
え
た
る
快
挙
な
り
。 

    

    
 

                                      表
き
よ
し
「
私
は
表
き
よ
し
と
い
う
学
者
で
す
。
亡
く
な
っ
た
私
の
父
は
表

章
と
い
う
名
で
、
と
て
も
有
名
な
能
楽
研
究
者
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
成
果

を
あ
げ
ま
し
た
が
、
中
で
も
味
間
の
補
巌
寺
で
世
阿
弥
が
禅
を
学
ん
だ
事

を
発
見
し
た
の
は
忘
れ
ら
れ
な
い
大
事
な
成
果
で
し
た
。 

私
も
父
と
同
じ
く
、
能
楽
の
研
究
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
「
世
阿

弥
の
事
蹟
」
と
い
う
題
名
で
田
原
本
で
講
演
を
い
た
し
ま
す
。 

表
き
よ
し
「
そ
う
し
て
私
の
父
、
表
章
は
、
尊
敬
す
る
友
人
で
も
あ
る
香
西

精
先
生
に
導
か
れ
て
味
間
の
補
巌
寺
で
世
阿
弥
が
禅
を
学
ん
だ
こ
と
を
発

見
し
た
の
で
す
」 

参
加
者
「
香
西
先
生
は
民
間
の
大
研
究
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
」 

表
き
よ
し
「
父
は
先
生
の
研
究
の
素
晴
ら
し
さ
を
尊
敬
し
て
い
て
、
ふ
た
り

は
協
力
し
て
た
く
さ
ん
の
大
発
見
を
し
た
の
で
す
」 

参
加
者
「
そ
の
後
補
巌
寺
の
発
見
に
感
激
し
た
人
々
が
集
ま
っ
て
、
世
阿
弥

参
学
の
碑
を
建
立
し
ま
し
た
」 

表
き
よ
し
「
今
は
新
暦
八
月
八
日
、
世
阿
弥
の
命
日
に
補
巌
寺
に
集
ま
り
偲

ぶ
習
慣
と
な
っ
て
い
ま
す
」 

今
日
の
講
演
は
滞
り
な
く
終
わ
っ
た
の
で
、
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
と
一
緒

に
補
巌
寺
に
お
参
り
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

皆
さ
ん
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
「
世
阿
弥
参
学
の
碑
」
で
す
。 

寺
は
山
門
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
く
て
、
昔
の
繁
栄
は
想
像
も
で
き
な

い
有
様
で
す
が
石
碑
に
並
ん
で
椿
の
木
が
あ
り
ま
す
。
の
ど
か
な
春
風
に

揺
れ
て
花
が
微
笑
む
よ
う
に
咲
い
て
い
ま
す
。
あ
あ
、
こ
れ
は
世
阿
弥
の
妻

の
名
前
の
花
で
し
た
。」 

参
加
者
「
寿
椿
の
こ
と
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
ご
講
演
の
よ
う
に
、
も
う
一
度

お
話
く
だ
さ
い
。」 

表
き
よ
し
「
能
楽
を
完
成
し
た
偉
人
世
阿
弥
が
、
娘
婿
・
金
春
禅
竹
に
送
っ

た
手
紙
が
二
通
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
通
は
流
刑
地
、
佐
渡
か
ら
の
手
紙

で
、
寿
椿
の
面
倒
を
み
て
く
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
お
礼
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
も
う
一
通
の
手
紙
に[

ふ
か
ん
じ
二
代
の
言
葉]

と
書
か
れ
て
い
る
の

が
誰
の
こ
と
か
ず
っ
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
香
西
精
先
生
が
、
補

巌
寺
を
開
い
た
了
堂
和
尚
の
あ
と
を
継
い
だ
竹
窓
和
尚
の
こ
と
で
あ
り
、

ふ
か
ん
じ
と
は
、
味
間
の
補
巌
寺
だ
と
つ
き
と
め
ら
れ
た
の
で
す
。
父
は

感
激
し
て
補
巌
寺
を
訪
ね
、
古
い
納
帳
を
四
冊
見
つ
け
、
そ
の
中
に[

至
翁

禅
門
八
月
八
日]

と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
間

違
い
な
く
世
阿
弥
の
法
名
（
出
家
名
）
で
あ
っ
た
の
で
、
八
月
八
日
が
世
阿

弥
の
命
日
に
違
い
な
い
と
、
小
躍
り
す
る
ほ
ど
歓
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

香
西
先
生
も
こ
の
知
ら
せ
に
喜
ば
れ
、
続
い
て
補
巌
寺
を
訪
れ
、
同
じ
納
帳

の
中
に
、
世
阿
弥
の
妻
・
寿
椿
禅
尼
の
名
を
見
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
う

し
て
こ
の
寺
に
、
死
後
の
供
養
の
た
め
の
田
を
寄
進
し
た
夫
妻
の
法
名
が

並
ん
で
見
つ
か
っ
た
の
は
、
世
阿
弥
が
こ
の
寺
で
禅
宗
を
学
ん
だ
確
か
な

証
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
能
楽
研
究
の
新
し
い
幕
開
け
と
言

え
る
ほ
ど
の
、
重
大
な
発
見
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
す
。」 

 

参
加
者
「
な
ん
と
も
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た

の
で
す
ね
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。」 

表
き
よ
し
「
昔
々
、
こ
こ
で
世
阿
弥
が
禅
を
学
ん
だ
足
跡
が

あ
り
、
昔
の
大
和
路
も
、
今
日
の
よ
う
に 



 
ワ
キ
ツ
レ
＼
げ
に
ま
こ
と
奇
縁
な
る
か
な
、
あ
り
が
た
や 

 

ワ
キ
＼
大
和
路
の
風
も
光
も
懐
か
し
く
、
こ
れ
ぞ
世
阿
弥
の
跡
な
り
と 

一
同
感
を
催
す
と
こ
ろ
に 

 

地
謡
＼
虚
空
に
妙
な
る
音
楽
聞
こ
え
、
異
香
薫
じ
て
た
だ
な
ら
ぬ
折
か
ら
、

花
の
精
霊
現
れ
た
り 

 

地
謡
＼
椿
葉
（
ち
ん
よ
う
）
の
影
再
び
改
ま
る
、
松
の
花
も
十
廻
、
見
る

た
び
飽
か
ぬ
花
の
色
々 

 

子
方
の
舞 

 

シ
テ
＼
日
に
磨
き
風
に
磨
く
千
顆
万
顆
の
玉
椿
、
げ
に
面
白
き
舞
歌
の
曲 

  

シ
テ
・
子
方
＼
後
の
世
の
人
の
心
の
花
な
れ
や 

 

 

地
謡
＼
毎
年
忌
日
の
お
ん
参
り
、
た
だ
あ
り
が
た
く
懐
か
し
く
こ
れ
ま
で

現
れ
出
で
た
る
な
り
。
こ
の
報
恩
に
見
給
へ
や
、
我
は
寿
ぐ
花
椿
、
ま
こ

と
の
花
の
姿
ぞ
か
し 

 

ワ
キ
＼
色
々
の
花
の
中
よ
り
顕
れ
て
、
光
添
へ
た
る
装
ひ
は
、
寿
椿
禅
尼

に
ま
し
ま
す
か
。
そ
の
玉
衣
（
た
ま
ぎ
ぬ
）
の
綺
羅
な
る
に
袈
裟
を
掛
け

た
る
御
姿 

シ
テ
＼
こ
れ
な
る
衣
こ
そ
、
世
阿
弥
の
召
さ
れ
た
る
舞
の
装
束
に
て
候
よ
。

世
阿
が
形
見
に
御
覧
候
へ
。
い
ざ
や
も
の
ま
ね
舞
ふ
て
み
ん 

 

ワ
キ
＼
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
こ
と
や
。
補
巌
寺
供
養
の
功
徳
に
て
、
夫
婦

と
も
ど
も
仏
果
を
得
、
成
仏
得
脱
疑
ひ
な
し
。
ま
た
椿
と
は
、
椿
堂
と
て
、

父
な
る
木
と
も
申
す
な
り
。
げ
に
や
我
が
父
表
章
も
、
今
こ
こ
に
共
に
奇

瑞
に
遇
ふ
な
ら
ば
、
い
か
に
嬉
し
き
こ
と
な
ら
ん
と
、
思
へ
ば
落
つ
る
涙

か
な
。 

        

                                          

参
加
者
「
な
ん
と
も
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
。」 

表
き
よ
し
「
昔
々
、
こ
こ
で
世
阿
弥
が
禅
を
学
ん
だ
足
跡
が
あ
り
、
昔
の
大

和
路
も
、今
日
の
よ
う
に
の
ど
か
な
春
風
と
陽
射
し
に
包
ま
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
と
、
一
同
し
み
じ
み
感
動
に
ひ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
…
」 

地
謡 

空
か
ら
美
し
い
音
楽
が
聞
こ
え
、
と
て
も
良
い
香
り
が
た
だ
よ
い
、

た
だ
事
で
は
な
い
雰
囲
気
の
中
に
椿
の
花
の
精
が
現
れ
ま
す
。 

下
が
り
端
・
幸
せ
を
運
ぶ
も
の
が
現
れ
る
時
の
曲
に
の
っ
て
椿
の
精
が
登
場 

地
謡 

八
千
年
間
春
が
続
く
と
い
う
伝
説
の
椿
に
再
び
春
が
廻
っ
て
く
る

ほ
ど
永
く
。
千
年
に
一
度
咲
く
と
い
う
松
の
花
が
十
回
廻
る
ほ
ど
永
く
、
こ

の
世
の
寿
福
が
続
く
よ
う
に
と
の
人
々
の
祈
り
が
、色
と
り
ど
り
の
椿
の
花

葉
と
な
っ
て
、ど
れ
だ
け
見
て
も
飽
き
る
こ
と
の
な
い
程
美
し
い
舞
姿
を
見

せ
る
。 

寿
椿
の
霊
「
陽
光
に
磨
か
れ
風
に
磨
か
れ
て
、
輝
く
よ
う
な
美
し
い
花
葉
が

微
笑
み
、
宝
石
の
よ
う
な
実
の
成
る
椿
の
木
。
春
の
日
に
揺
れ
る
姿
は
ま
る

で
精
霊
が
舞
っ
て
い
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
さ
。」 

寿
椿
・
椿
の
精
「
昔
を
偲
び
、
大
切
に
思
っ
て
下
さ
る
方
々
の
お
心
に
ひ
か

れ
て
…
」 

地
謡 

毎
年
世
阿
弥
の
命
日
に
お
参
り
頂
い
て
い
ま
す
こ
と
、
と
て
も
嬉
し

く
、
ま
た
私
達
も
昔
を
懐
か
し
く
思
い
、
皆
様
の
前
に
現
れ
た
の
で
す
。
感

謝
の
し
る
し
に
世
阿
弥
が
残
し
た
真
の
花
を
お
伝
え
す
る
た
め
、世
々
を
寿

ぐ
（
言
祝
ぐ
）
椿
の
花
の
姿
を
お
見
せ
す
る
の
で
す
。 

表
き
よ
し
「
色
と
り
ど
り
の
花
葉
の
中
か
ら
一
層
輝
く
衣
装
で
現
れ
て
、
寿

ぐ
椿
と
い
う
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
妻
・
寿
椿
禅
尼
さ
ま
な
の
で
す
ね
。
輝
く

ば
か
り
の
美
し
い
衣
装
に
、
袈
裟
を
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。」 

寿
椿
の
霊
「
こ
れ
は
世
阿
弥
さ
ま
が
身
に
つ
け
て
舞
わ
れ
た
形
見
の
衣
装
な

の
で
す
。
さ
あ
、
夫
の
舞
を
思
い
出
し
て
同
じ
よ
う
に
舞
っ
て
お
見
せ
し
ま

し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
世
阿
弥
さ
ま
を
偲
ぶ
よ
う
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。」 

表
き
よ
し
「
な
ん
と
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
補
巌
寺
で
の
毎
年
の
供

養
に
よ
り
、夫
妻
と
も
ど
も
仏
と
な
っ
て
浄
土
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
椿
の
姿
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
椿
と
言
え

ば
椿
堂
（
父
親
の
書
斎
）
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
父
を
表
す
木
と
も
伝
え

ら
れ
る
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
本
当
に
私
の
父
、
表
章
が
今
こ
こ
で
、

こ
の
奇
跡
に
一
緒
に
あ
っ
て
い
た
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
か
と
、
思

え
ば
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。」 

 



 
シ
テ
＼
四
季
折
節
の
時
の
花
、
い
ず
れ
の
花
か
散
ら
で
残
ら
ん
、
さ
り
な

が
ら
椿
こ
そ
八
千
歳
（
は
っ
せ
ん
さ
い
）
の
、
春
を
寿
ぐ
花
な
れ
ば
、
年
々

去
来
の
花
な
れ
ど
、
散
ら
で
残
り
し
ま
こ
と
の
花
に 

      

地
謡
＼
類
（
た
ぐ
）
へ
む
こ
と
は
秘
す
べ
し
や
、
秘
す
べ
し
や
、
秘
す
れ

ば
花
、
秘
せ
ず
は
花
な
る
べ
か
ら
ず 

シ
テ
＼
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
な
れ
ば 

序
之
舞 

地
謡
＼
心
に
伝
ふ
る
花
な
れ
ば
、
心
に
伝
ふ
る
花
な
れ
ば
、
風
姿
花
伝
と

名
付
け
て
、
道
の
奥
義
を
説
き
給
ひ
、
ま
こ
と
の
花
に
至
り
し
は
、
至
翁

禅
門
世
阿
弥
陀
仏
、
懐
か
し
や
こ
の
寺
に
、
寿
椿
禅
尼
も
翻
す
法
の
衣
の

玉
椿
、
雪
か
と
見
え
し
花
の
白
妙
、
照
り
葉
も
緑
濃
く
変
は
ら
ぬ
色
に
栄

ゆ
く
や
、
遊
楽
の
道
ぞ
久
し
き
、
遊
楽
の
道
ぞ
久
し
き
。 

 

〈
詞
章
・
現
代
語
訳
〉 

山
下
あ
さ
の
（
観
世
流
能
楽
師
） 

    

寿
椿
の
霊
「
四
季
折
々
に
華
や
か
に
咲
く
花
。
け
れ
ど
す
べ
て
の
花
は
散
る

さ
だ
め
で
し
ょ
う
。
人
間
も
同
じ
。
散
ら
な
い
命
は
な
い
の
で
す
か
ら
…
。

け
れ
ど
も
伝
説
の
大
椿
は
八
千
年
間
の
春
を
過
ご
し
た
と
い
い
ま
す
。 

春
ご
と
に
咲
い
て
は
散
る
花
は
、
実
は
毎
年
同
じ
で
は
な
く
、 

年
々
異
な
る
美
し
さ
で
咲
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
美
し
さ
を
忘
れ
ず
身
心

に
備
え
続
け
る
努
力
に
よ
っ
て
、
木
の
命
が
尽
き
て
も
、
人
の
心
に
残
る
本

当
の
花
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
世
阿
弥
の
芸
の
教
え
に
あ
る[

ま
こ

と
の
花]

に
、
椿
の
花
を
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
…
お
父
上
も
ま
た
、

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で[

ま
こ
と
の
花]

を
咲
か
せ
た
の
だ
と
…
」 

地
謡 

こ
れ
は
、
ひ
そ
か
に
伝
え
る
、
内
緒
の
お
話
。
大
事
な
こ
と
は
、 

大
事
な
と
き
に
、
大
事
な
ひ
と
に
、
そ
っ
と
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

心
か
ら
心
へ
と
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

寿
椿
の
霊
・
序
の
舞 

地
謡 

世
阿
弥
は
心
か
ら
心
に
伝
え
る
感
動
を
「
花
」
と
呼
び
、
受
け
継
が

れ
る
伝
統
を
「
風
」
に
た
と
え
て
「
風
姿
花
伝
」
と
名
づ
け
た
著
書
に
、
能

の
道
の
重
要
事
項
を
書
き
残
さ
れ
ま
し
た
。
命
が
尽
き
て
も
咲
き
続
け
る
と

い
う
「
ま
こ
と
の
花
」
の
境
地
に
至
り
、
歌
舞
の
道
の
仏
と
な
っ
た
の
は
、

ま
さ
に
世
阿
弥
そ
の
人
。
法
名
は
「
至
翁
禅
門
」
。
あ
あ
、
懐
か
し
い
我
が

夫
。
あ
な
た
様
の
魂
が
宿
る
こ
の
寺
に
私
も
再
び
現
れ
て
、
仏
さ
ま
の
繋
い

で
く
だ
さ
る
美
し
い
ご
縁
に
感
謝
の
心
を
表
し
て
、
永
遠
の
幸
福
を
祈
る
舞

を
、
清
ら
か
な
衣
を
ひ
る
が
え
し
て
舞
い
ま
し
ょ
う
。
聖
な
る
椿
の
花
は
雪

の
よ
う
に
白
く
、
春
の
陽
射
し
に
輝
く
濃
緑
の
椿
の
葉
は
枯
れ
落
ち
る 

こ
と
な
く
豊
か
に
繁
り
、
末
永
く
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
能
楽
の
道
を
見
守
っ

て
い
る
の
で
す
。 


