
随
筆そ

の
席
で
観
世
流
宗
家
の
観
世
清
和
師
と
向
か
い
合
せ
に
な
る
と
は
思
い
も
よ
ら

な
か
っ
た
。
知
人
の
華
燭
の
典
が
終
わ
り
を
告
げ
て
も
、
ど
う

い
う
わ
け
か
、
賑
わ

い
は
し
ば
ら
く
続
き
、
席
を
立
つ
人
が
い
な
か

つ
た
。
私
が
ぶ
と

「長
居
は
恐
れ
あ

り
」
と
つ
ぶ
や
く
と
、
清
和
師
も
莞
爾
と
し
て
、
「
そ
う
で
す
ね
、
長
居
は
恐
れ
あ
り
」

と
す
ぐ
応
じ
ら
れ
た
。
二
人
は
や
や
あ

っ
て
自
然
に
席
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

『盛
久
』
の
結
び
を
踏
ま
え
た
遣
り
取
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
源
頼
朝
に

赦
免
さ
れ
た
平
家
方
の
武
将

・
主
馬
判
官
盛
久
が
男
舞
を
披
露
し
、
「長
居
は
恐
れ

あ
り
」
と
頼
朝
の
前
を
控
え
め
に
辞
去
す
る
奥
ゆ
か
し
い
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
詞
で

あ
る
。
地
謡
は

「心
の
内
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
」
と
心
理
の
襲
を
鮮
や
か
に
謡
い
、
節
義
を

重
ん
じ
る
盛
久
の
姿
を
讃
え
る
の
だ
。

『盛
久
』
は
、
江
戸
時
代
の
将
軍
は
じ
め
武
家
方
で
人
気
の
あ
る
能
の

一
つ
で
あ

っ

た
。
た
と
え
ば
、
将
軍
職
を
家
光
に
譲

っ
て
大
御
所
に
な

っ
た
秀
忠
は
、
寛
永
七
年

（
一
六
三
〇
）
正
月
二
十
九
日
に
、
或
る
老
臣
宅

へ
御
成
の
際
、
白
楽
天
や
実
盛
な

ど
六
曲
を
楽
し
ん
だ
後
、
わ
ざ
わ
ざ

『盛
久
』
を
所
望
し
て
喜
多
七
大
夫
に
舞
わ
せ

た
ほ
ど
で
あ
る
。
三
代
将
軍

・
家
光
も
し
き
り
に

『盛
久
』
を
舞
わ
せ
た
こ
と
は
、

徳
川
幕
府
の
正
史
た
る

『徳
川
実
紀
』
に
も
出
て
く
る

（
『大
猷
院
殿
御
実
紀
』
巻

十
五
）
。

し
か
し
、
私
が
清
和
師
を
前
に
臆
面
も
な
く

『盛
久
』
を
引
い
た
の
は
、
秀
忠
の

『盛
久
』
好
き
に
因
む
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
秀
忠
か
ら
お
よ
そ
二
〇
〇
年
後
、

出
内
　
ロロ
え

支
政

一
〇
年

（
一
人
三
七
）
に
起
き
た
津
軽
家
峡
事
件
に
関
わ
る
逸
話
を
つ
い
思
い

出
し
て
ク
ス
リ
と
可
笑
し
く
な

っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
年
、
十

一
代
将
軍

・
家
斉
は
大
政
大
臣
に
な

っ
た
。
異
例
の
生
前
任
官
を
こ

と
ほ
ぐ
各
大
名
は
、
こ
ぞ

っ
て
祝
賀
登
城
し
た
。
そ
の
な
か
に
、
十
万
石
の
弘
前
城

主

。
津
軽
越
中
守
信
順
も
い
た
。
事
件
は
、
信
順
が
通
常
の
武
家
籠
で
な
く
、
様
で

登
城
し
た
こ
と
か
ら
起
き
る
。
帳
と
は
、
近
世
に
お
い
て
は
、
大
礼
儀
式
の
と
き
に

使
用
す
る
板
興
の
こ
と
だ
。
嫉
身
は
溜
塗
、
棒
は
黒
塗
で
あ

っ
た
。
昇
手
は
人
徳

（十

徳
よ
り
や
や
品
位
が
下
が
る
胴
着
）
を
着
て
、
白
布
で
肩
か
ら
吊
る
す
の
が
普
通
で

あ
る
。
正
面

一
方
か
ら
出
入
り
し
、
束
帯
を
着
た
主
人
は
後
ろ
向
き
に
し
ず
し
ず
と

入
る
わ
け
だ
。
も
と
よ
り
公
家
の
乗
物
か
ら
変
容
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
津
軽
家

は
縁
戚
筋
の
近
衛
家
か
ら
贈
ら
れ
た
帳
を
使

っ
た
の
で
あ
る
。

最
近
、
上
梓
し
た

『将
軍
の
世
紀
』
（上
下
、
文
藝
春
秋
）
で
も
詳
し
く
書

い
た

よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
幕
府

。
大
名
は
、
彼
我
の
格
式
に
や
か
ま
し
か

っ
た
。

四
品

（正
従
四
位
）
に
な

っ
て
も
、
嫉
に
す
ぐ
乗
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
御
三
家

。

御
三
卿
以
外
に
は
外
様
の
国
主

・
准
国
主
の
な
か
で
も
限
ら
れ
た
大
名
だ
け
に
許
さ

れ
た
特
権
な
の
だ
。
国
主
中
の
国
主
で
あ
る
細
川
家
や
藤
堂
家
で
さ
え
遠
慮
し
て
峡

を
使
わ
な
い
の
に
、
高
直
し
で
国
主
に
成
り
上
が

っ
た
津
軽
家
が
様
を
使
う
と
は
、

と
多
く
の
大
名
は
憤
悪
や
る
か
た
な
い
。
そ
も
そ
も
諸
侯
は
津
軽
家
の
立
ち
回
り
上

手
に
か
ね
て
か
ら
反
感
を
抱
い
て
い
た
。
江
戸
末
期
有
数
の
文
化
人

。
松
浦
静
山
は
、

おヾ

え
）
は
お
そ
れ
あ
り
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四
品
の
大
名
も
嫉
に
乗
れ
る
の
か
、
隠
居
し
た
自
分
に
は
雲
の
上
の
こ
と
は
少
し
も

わ
か
ら
な
い
、
と
強
烈
な
嫌
味
を
放

っ
て
い
る
。
も
と
も
と
従
五
位
下
壱
岐
守
で
平

戸
城
主
の
松
浦
清
こ
と
静
山
は
、
五
万

一
七
〇
〇
石
で
柳
の
間
に
控
え
、
四
万
六
〇
〇
〇

石
の
津
軽
家
と
同
格
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
津
軽
家
は
蝦
夷
地
警
衛
へ
の
貢
献
か
ら
、

七
万
石
つ
い
で
十
万
石
に
高
直
し
を
さ
れ
、
大
広
間
に
移
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
前
後

し
て
、
老
中
の
官
職
と
同
じ
く
四
品
と
侍
従
に
上
げ
ら
れ
た
栄
遇
へ
の
諸
侯
の
反
感
と

嫉
妬
も
並
で
は
な
か
っ
た
。

嵯
峨
源
氏
の
末
裔
で
元
寇
を
戦

っ
た
勇
士
の
松
浦
党
首
領
か
ら
す
れ
ば
、
平
戸

・

長
崎
を
ず

っ
と
警
衛
し
て
き
た
俺
た
ち
は
ど
う
し
て
く
れ
る
と
い
う
話
な
の
だ
。
そ

の
う
え
、
津
軽
信
順
が
鞣
を
使
う
に
事
欠
い
て
、
江
戸
城
か
ら
下
が
る
時
に
常
の
道

順
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
大
川
端
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
通

っ
た
も
の
だ
か
ら
た
ま
ら

な
い
。
ま
す
ま
す
多
く
の
大
名
家
を
敵
に
回
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
ピ
ン
ダ

ロ
ス
は
、
「時
節
を
得
な
い
自
慢
は
、
狂
気
と
共
鳴
す
る
」
と
語

っ
た
も
の
だ

（プ

ル
タ
ル
コ
ス

『
モ
ラ
リ
ア
』
７
）
。
ま
る
で
津
軽
の
破
自
慢
を
言
い
当
て
る
か
の
よ

う
だ
。
自
分
を
誉
め
る
の
は
恥
知
ら
ず
で
あ
り
、
他
人
に
誉
め
ら
れ
て
も
恥
じ
ら
う

の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
も
忠
告
し
て
い
た
の
に
、
信
順
の
振
舞
い
は

ま
る
で
あ
べ
こ
べ
で
あ

っ
た
。

幕
府
と
し
て
も
放
置
し
て
お
け
な
い
。
つ
い
に
、
公
許
を
得
な
い
津
軽
家
の
嫉
使

用
を
罰
し
て
当
主
の
通
塞
を
命
じ
た
。
苛
烈
な
処
分
は
身
内
に
も
及
ぶ
。
同
時
に
、
．

幕
府
の
徒
日
付
や
御
小
人
日
付
た
ち
も
、
厳
重
に
嫉
の
使
用
ぶ
り
を
監
視
し
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
厳
罰
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

浅
草
の
津
軽
家
上
屋
敷
や
抱
屋
敷
の
門
扉
に
は
、
い
た
ず
ら
か
ら
男
子
の
陰
茎
が

描
か
れ
、
町
人
ら
が
工
夫
し
た
落
と
し
穴
に
津
軽
侍
が
は
ま
る
の
を
囃
し
立
て
た
。

松
浦
静
山
は
、
ど
う
し
て
浅
草
の
町
人
ら
は
こ
れ
ほ
ど
津
軽
家
を
嫌
う
の
か
分
か
ら

な
い
と
シ
ラ
を
き
る
。
し
か
し
、
同
じ
浅
草
の
鳥
越
に
屋
敷
を
構
え
て
下
々
の
事
情

に
も
通
じ
た
静
山
が
内
情
を
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
い
ろ
い
ろ
流
布
し
た
落
咄
し

に
武
家
方
か
ら
出
た
情
報
も
入

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ひ
ょ
つ
と
し
て
静
山
が
あ
れ
こ

れ
言
い
ふ
ら
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

津
軽
の
家
中
が
相
談
し
て
殿
様
に
切
腹
す
る
以
外
に
手
だ
て
が
な
い
と
言
上
す
る

と
、
殿
は

「切
腹
し
た
ら
、
ま
た
興
に
乗
ら
ず
ば
な
る
ま
い
」
と
嫌
が

っ
た
と
い
う

落
ち
も
あ
る
。
俗
に
死
者
を
葬
行
す
る
道
具
を
興
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
帳
を
意
味

す
る
興
に
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
通
塞
中
の
殿
様
が
家
臣
の
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
る
飴

を
食
し
て
み
る
と
な
か
な
か
美
味
い
。
ま
た
、
別
の
菓
子
を
味
わ
う
家
臣
に

「
こ
れ

は
何
か
」
と
聞
く
と

「
お
こ
し
」
だ
と
答
え
る
。
す
る
と
、
「
ナ
ニ
お
こ
し
、
ま

っ

ぴ
ら
御
免
だ
」
と
顔
を
し
か
め
た
と
い
う
笑
話
も
あ
る
。
「
お
こ
し
」
（御
輿
）
と
は
、

ま
さ
に
様
を
意
味
す
る
輿
に
か
け
た
の
だ
。
も

っ
と
お
か
し
い
話
も
残

っ
て
い
る
。

当
時
、
流
行
中
の
風
邪
が
津
軽
風
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
「
し
そ
ん
じ
る
と
興
に
乗
る
」

か
ら
で
あ

つ
た

（
『江
戸
時
代
落
書
類
衆
』
中
巻
）
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
松
浦
静
山
は
し
つ
こ
く
津
軽
信
順
の
失
策
を
あ
げ

つ
ら
う
。

城
中
で
信
順
の
名
代
と
し
て
逼
塞
の
命
を
老
中
か
ら
受
け
た
親
類
が
い
る
。
出
羽
亀

田
領
主

・
岩
城
伊
予
守
隆
喜
で
あ
る
。
彼
は
、
沙
汰
を
信
順
に
伝
え
て
、
そ
そ
く
さ

と
屋
敷
を
辞
去
し
よ
う
と
し
た
。
ま
あ
、
そ
う
あ
わ
て
ず
に
食
事
で
も

一
緒
に
、
と

何
度
も
す
す
め
る
信
順
の
誘
い
を
再
三
固
辞
し
た
。
信
順
が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、

隆
喜
は
す
か
さ
ず

「
な
が
い

（な
が
え
）
は
お
そ
れ
あ
り
」
と
か
わ
し
た
と
い
う
話

が
あ
る

（
『甲
子
夜
話
』
６
、
巻
九
十
六
、
巻
百
）
。
長
居
は
恐
れ
あ
り
、
と

『盛
久
』

を
引
き
、
公
儀
の
怒
り
に
懲
り
ず
酒
興
に
誘
う
信
順
の
た
し
な
み
の
無
さ
を
、
判
官

盛
久
の
心
ゆ
か
し
い
所
作
で
謀
め
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
岩
城
隆
喜
の
遣
り
取
り
に
は
能

・
狂
言
を
武
家
教
養
の
基
礎
と

し
た
江
戸
人
の
ゆ
か
し
い
所
作
が
感
じ
ら
れ
る
。
い
つ
も
は
饒
舌
な
松
浦
静
山
も
隆

喜
の

「嫉
は
お
そ
れ
あ
り
」
と
の
発
言
だ
け
を
紹
介
し
て
無
駄
口
を
き
か
な
い
。
こ

れ
は
、
隆
喜
こ
そ
盛
久
の
よ
う
に

「心
の
内
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
、
心
の
内
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
」
と

ひ
そ
か
に
共
感
で
き
る
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
冒
頭
で
触
れ
た
観
世
清
和
師

の
仕
草
か
ら
岩
城
隆
喜
の
逸
話
を
私
が
思
い
出
し
た
の
も
、
多
弁
な
ら
ざ
る
武
家
教

養
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
お
ぼ
え
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
か
。
『盛
久
』
が
開
場
四
十
周

年
を
前
に
国
立
能
楽
堂
の
三
月
定
例
公
演

（令
和
五
年
）
に
加
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、

そ
の
詞
章
で
は
な
い
が
、
ま
こ
と
に

「有
難
し
有
難
し
、
得
難
き
は
時
」
と
い
う
ほ

か
な
い
。

（や
ま
う
ち
　
ま
さ
ゆ
き
／
東
京
大
学
名
誉
教
授

・
横
綱
審
議
委
員
会
委
員
長
）
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