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丹
羽
矢
田
猿
楽

に

つ
い
て

小

西

寛

子

は

じ

め

に

「猿
楽
」
に
関
す
る
研
究
論
文
、
及
び
、
そ
の
著
書
は
数
多
く
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
ま
で
そ
の
研
究
の
中

心
と
な

っ
て
き
た
の
は
、

観
阿
弥

・
世
阿
弥
を
中
心
と
し
た

「大
和
猿
楽
四
座
」
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
猿
楽
座
が
大
和
の
四
座
に
統

一
さ
れ
た
の
は
秀
吉
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
丹
波
猿
楽

・
宇
治

猿
楽
と
い
っ
た
各
地
の

猿
楽
座
は
、
大
和
猿
楽
の

「
ツ
レ
」
と
し
て
、
四
座
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

で
は
各
地
の
猿
楽
座
が
統

一
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
原
因
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
。

こ
こ
で
は
大
和
猿
楽

・
観
世
座
の
影
と
な

っ
て
き
た
、
丹
波
猿
楽

・
矢
田
座
に
つ
い
て
採
り
上
げ
、
そ
の
基
本

史
料
で
あ
る

『看
聞
御

記
』
の
春
秋
の
神
事
猿
楽
の
検
証
を
中
心
に
、
中
世
室
町
後
期
の

「猿
楽
」
の
在
り
方
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

第

一
章

矢

田

猿

楽

研

究

史

矢
田
座
は
、
大
和
猿
楽
の
各
座
に
比
べ
れ
ば
各
段
に
史
料
は
少
な

い
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
猿
楽
座
と
比
較

す
れ
ば
、
ま
と
ま

っ
た
史

料

の
残
る
ほ
う
だ
と
言
え
よ
う
。
伏
見
庄
の
鎮
守
社

・
御
香
宮
に
お
け
る
神
事
猿
楽
に
つ
い
て
、
詳
細
に
記
録

す
る

『看
聞
御
記
』
を
始

め

、
賀
茂
社
、
松
尾
大
社
な
ど
、
矢
田
猿
楽
の
史
料
は
神
事
と
関
係
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
矢
田
猿
楽
は
神
事
な
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く

し
て
は
存
在
し
得
な
い
猿
楽
座
で
あ

っ
た
。

史
料
の
絶
対
数
は
少
な

い
と
は
言
え
、
矢
田
猿
楽
は
猿
楽
座
草
創
期
の
鎌
倉
時
代
か
ら
、
江
戸
期
に
至
る
ま

で
、
長
期
間
に
渡

っ
て
そ

の
動
向
を
追
う
こ
と

の
出
来
る
猿
楽
座
な
の
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
「矢
田
猿
楽
」
そ
れ
自
体
を
中
心
と

し
て
扱

っ
た
研
究
論
文
は

皆

無
に
等
し
い
。
全
く
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
矢
田
猿
楽
の
扱
い
と
言
え
ば
、
著
書
の
中
に
わ
ず
か

な
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ

っ
た
。

同
時
に
、
神
事
猿
楽
に
つ
い
て
の
研
究
も
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
来
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
矢
田
猿

楽
の
み
な
ら
ず
、
地
方
に

お
け
る
祭
礼
と
、
そ
の
地
に
根
付

い
た
猿
楽
が
深

い
関
わ
り
を
示
す
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
中
世
期
の
猿
楽
座

の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と

思

え
ば
、
神
事
猿
楽
研
究
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
能
楽
史
研
究
は
、
観
世
座
を
中
心
と
し
た
大
和
猿
楽
を
主
と
し
て
行

っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究

が
あ
る
程
度

の
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
今
、
我
々
は
地
方
猿
楽
と
い
う
、
能
楽
史
の
上
で
は
裾
野
の
部
分
に
ま
で
目
を
向
け
る
べ
き
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を
実
行
す
る
に
至

っ
て
、
我
々
に
格
好
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
の
が

、
中
世
と
い
う
時
代
を
、

神
事
と
深

い
関
わ
り
を
見
せ
つ
つ
猿
楽
を
演
じ
続
け
て
き
た
矢
田
猿
楽
な
の
で
あ
る
。
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第

二
章

『看

聞

御

記

』

の
矢

田

猿

楽

『看
聞
御
記
』
は
、
「矢
田
猿
楽
」
史
料
の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
詳
細
な
記
述
の
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
史

料
自
体
は
、
長
期
に
渡
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っ
て
存
在
す
る
矢
田
で
あ
る
が
、
京
都
に
お
い
て
観
世
が
台
頭
し
て
く
る
室
町
時
代
、
す
な
わ
ち
能
楽
史

の
上

で
は
神
事
猿
楽
か
ら
、
演

能
主
体
の
演
劇

へ
と
移
行
す
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
も
言
え
る
こ
の
時
期
に
、
矢
田
の
動
向
を
知
り
う
る

こ
と
が
出
来
る
の
は
、
非

常

に
有
効
な
の
で
あ
る
。

こ
の

『看
聞
御
記
』
に
は
、
例
年
三
月
十
日

・
十

,
日
と
、
九
月
九
日

・
十
日
に
催
さ
れ
る
御
香
宮
で
の
神
事
猿
楽
に
、
そ
の
楽
頭
職

を
保
持
し
て
い
た
矢
田
が
参
勤
す
る
有
様
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
応
永
三
十

一
年
に
観
世
が
醍
醐
寺
遷
宮
祭

の
楽
頭
職
を
獲
得
す
る
に
あ
た

っ
て
、
し
だ

い
に
様
相
が
変
わ

っ
て
き
た
。

本
来
猿
楽
座
と
は
、
「翁
」
を
演
じ
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
猿
楽
座
に
は
、
二
つ
の
グ
ル
ー
.フ
が
存
在
し
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

「翁
グ
ル
ー
プ
」
と

「演
能
グ
ル
ー
プ
」
で
あ
る
。

観
世
は
後
者
に
該
当
し
、
有
名
な
将
軍
御
覧
の
今
熊
野
猿
楽

の
際
に
、
演
能
グ
ル
ー
プ

で
あ

っ
た
観
阿
弥
が

「翁
」
を
舞

っ
た
こ
と
を

き

っ
か
け
に
、
両
グ
ル
ー
プ

の
遊
離
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
奈
良
に
本
拠
を
置
き
つ
つ
も
演
能
グ
ル
ー
プ
が
京
都
に
進
出
し
、
そ
の
活
動
地
域
を
広
げ

る
に
至
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
う
す
る
と
必
然
的
に
、
京
都
で
活
躍
し
て
い
た
丹
波
猿
楽
は
そ
の
演
能
の
場
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

観
世
が
京
都
に
進
出
し
て
く
る
に
至

っ
て
、
矢
田
は
春
秋

の
神
事
猿
楽

の
み
で
は
生
活
が
逼
迫
し
て
い
く
こ
と
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
。

そ

こ
で
、
矢
田
は
と
あ
る
行
動
に
出
る
。
そ
れ
が
伏
見
宮
で
の
御
所
猿
楽

で
あ
る
。

こ
れ
は

『看
聞
御
記
』
永
亨
四
年
三
月
十

一
日
条
か
ら
、
十
五
日
条
に
か
け
て
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「矢
田
は
近
年
、

伏

見
御
所

で
の
演
能
を
切
望
し
て
い
た
が
、
貞
成
に
許
可
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
永
亨
四
年
に
な

っ
て
、
禄
物
等
用
意
す
る
必
要

は
な
い
と
し
な
が
ら
も
よ
う
や
く
許
さ
れ
、
念
願
の
御
所
宴
楽
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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重
要
な
の
は
、
矢
田
が

「近
年
に
な

っ
て
」
御
所
猿
楽
を
切
望
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
世
が
京
都
に
進
出
し
て
く
る

時
期
と
、
矢
田
が
御
所
猿
楽
を
切
望
し
始
め
た
時
期
と
が
、
ち
ょ
う
ど

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

応
永
末
か
ら
永
亨
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
、
猿
楽
の
常
識
が
変
貌
す
る
時
代
で
も
あ

っ
た
。
寺
社
の
楽
頭
職
を
所
得
し
、
春
秋
の
例

祭
を
勤
め
て
い
る
だ
け
で
は
座
の
存
続
さ
え
も
危
う
く
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
猿
楽
は
、
神
事
に
付
随
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く

な

っ
て
い
っ
た
の
だ
。

寺
社

の
楽
頭
職
を
得
る
こ
と
に
よ
り
も
む
し
ろ
、
強
力
な
後
ろ
盾
を
味
方
に
付
け
、
神
事
以
外

の
演
能
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
何
よ

り
重
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

第

三

章

演

能

時

季

考

猿
楽
と

い
う
も
の
は
、
寺
社

の
神
事
に
付
随
し
て
社
会
に
浸
透
し
て
き
た
芸
能
で
あ
る
。
観
世
の
よ
う
に
、
特

に
、
権
力
者
の
後
ろ
盾

を
持
た
な
い
猿
楽
座
に
と

っ
て
、
御
香
宮
に
関
わ
ら
ず
、
春
と
秋
の
例
祭
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
の
能

の
謡
本
を
見
れ
ば
、
第

一
ペ
ー
ジ
目
に
は
必
ず
、
演
能
に
ふ
さ
わ
し
い
時
季
が
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
の

『謡
曲
三
百
五
十
番
集
』
は
、
謡
、
す
な
わ
ち
能
の
台
本
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
曲
名
の
下
に
は
、
各
謡
本
同
様
演
能
時
季
も
記

さ

れ
て
い
る
。

こ
の
演
能
時
季
の
統
計
を
取

っ
て
見
れ
ば
、
三
月
と
九
月
に
催
さ
れ
る
演
目
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
の
両
時
季

が
猿
楽
と
深

い
か
か
わ

り

を
持

つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
季
節
を

「
～
月
」
と
定
め
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る

は
ず

で
あ
る
。
と
す
る
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と
、
三
月
と
九
月
を
演
能
時
季
と
す
る
曲
目
が
多

い
の
は
、
単
純
に
考
え
て
、
そ
の
時
季
に
能
を
催
す
機
会
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
御
香
宮
神
事
の
行
わ
れ
る
両
時
季
で
あ
り
、
神
事
と
猿
楽

の
深

い
関
係
を
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

裏

を
か
え
せ
ば
特
に
後
ろ
盾
を
持
た
な
い
猿
楽
座
に
と

っ
て
は
、
例
祭
の
時
季
以
外
は
ほ
と
ん
ど
稼
ぎ
が
期
待

で
き
な
か
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
今
日
の

「謡
曲
」
を
集
計
し
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
三
月
と
九
月
の
曲
目
が
他
を
圧
倒
し
て
い
る
か
ら

と

い
っ
て
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お

い
て
そ
の
ま
ま
演
能
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
甚
だ
疑
問
で
あ

る
。

そ
こ
で
、
能
勢
朝
次
氏
の

「演
能
曲
目
調
査
資
料
」
を
も
と
に
、
各
曲
目
の
演
能
時
季
を
調

べ
、
再
度
、
各
月
の
演
能
曲
目
の
集
計
を

行

っ
た
。

こ
れ
を
検
証
し
て
み
る
と
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
四
月
に
能
を
催
し
た
と
し
て
、
四
月
の
番
組
し
か
演
能
し
て
い
な

い
と
い
う

こ
と
は

一
切
な
い
。
む
し
ろ
、
当
月
に
当
た
る
番
組
の
方
が
少
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
結
果
だ
け
を
見
る
と
、
演
能
時
季
に
つ
い
て
は

さ

ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
曲
目
は
、
や
は
り
三
月
と
九
月
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、

次

に
多

い
も
の
に
は
二
月

・
四
月

・
八
月
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
最
初

の
集
計
結
果
と
も

一
致
す
る
。

こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
能
の
番
組
自
体
記
録
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
稀
で
あ

っ
た
中
世
の
状
態
を
考
慮

す
れ
ば
、
記
録
に
残
そ
う

と

い
う
意
思
が
働
く

「非
日
常
」
な
演
能
が
、
そ
の
番
組
を
後
世
に
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「演
能
曲
目
調
査
資
料
」
に
残
る
演
能
は
、

実
に
こ
う
い
っ
た
記
録
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
日
常
的
な
演
能
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
。
そ
れ
は
当
然
、
春
秋
の
例
祭
に
付
随
す

る
神
事
猿
楽
で
あ
る
。
こ

れ
は
あ
ま
り
に
日
常
的
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
番
組
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
三
月
と
九
月
の
曲
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目

が
多
用
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
当
月
に
あ
た
る
演
能
の
史
料
に
は
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

今
日
で
は
、
「能
楽
」
は
神
事
と
い
う
よ
り
も
明
ら
か
に
趣
味
的

・
娯
楽
的
要
素

の
方
が
強
い
。
し
か
し
、
中
世
に
お

い
て
は
間
違
い

な
く
、
猿
楽
は

「神
事
」
で
あ
る
こ
と
が
当
然
だ

っ
た
の
だ
。

観
世
が
台
頭
し
始
め
る
こ
の
時
期
は
、
同
時
に
猿
楽
の
常
識
が
変
貌
す
る
時
代
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
事
猿
楽
が
当
然
で
あ

っ
た
時
代
か
ら
、
観
阿
弥

・
世
阿
弥
率
い
る

「観
世
座
」
の
よ
う
な
演
能
を
主
体
と
す
る
先
鋭
的
な
猿
楽
座
の
出

現
。

猿
楽
座
が

「翁
グ
ル
ー
プ
」
「演
能
グ
ル
ー
.フ
」
と
分
か
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
猿
楽
座
の
活
動

の
場

の
変
化
を
も
も
た
ら
す
こ

と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時
勢
に
乗
り
遅
れ
た
矢
田
は
、
徐
々
に
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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