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能
伝
承

一
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎

1

浄

瑠

璃

浄
瑠
璃
は
歌
舞
伎
に
先
だ
っ
て
上
浮
穴
一
円
に
伝
わ
っ
た
。
上
浮
穴
郡
は
全
体
が

僻
地
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
四
国
遍
路
や
遊
芸
人
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
た
。
特
に
こ
の
方
面
で
は
先
進
地
で
あ
っ
た
徳
島
の
人
が
巡
礼
の
途
中
で
指

導
し
た
り
、
阿
波
の
人
形
芝
居
が
巡
業
し
て
き
た
と
き
に
指
導
し
た
の
か
、
町
内
に

残
る
浄
瑠
璃
の
も
と
で
あ
る
。

浄瑠璃・歌舞伎

川
瀬
地
区
が
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
文
化
年
間
の
初
期
(
文
化

と
改
元
し
た
の
が
、
一
八
〇
四
年
で
あ

る
)

に
伝
え
ら
れ
た
ら
し
い
。
娯
楽

の
と
ほ
し
い
地
域
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
夜
な
夜
な
一
か
所
に
集
ま
っ
て

指
導
を
受
け
、
師
匠
が
不
在
の
と
き

は
相
互
で
研
鎖
し
た
。
春
の
四
国
遍

路
に
学
び
、
農
閑
期
に
は
練
習
し
、

村
内
は
も
と
よ
り
組
内
の
よ
ろ
こ
び

ご
と
の
と
き
な
ど
に
は
、
会
衆
は
き

ま
っ
て
浄
瑠
璃
を
口
ず
さ
ん
だ
。
だ

二
二
一

か
ら
、
村
内
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
聞
き
語
り
で
語
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
社
交

上
か
ら
も
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
川
瀬
地
区
は
こ
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

父
二
峰
地
区
あ
た
り
で
は
、
と
き
お
り
巡
業
に
来
る
阿
波
の
あ
や
つ
り
人
形
が
、

地
元
で
浄
瑠
璃
の
語
れ
る
人
に
語
ら
せ
た
り
し
た
の
が
発
展
を
促
す
も
と
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
阿
波
の
あ
や
つ
り
人
形
は
、
芝
居
小
屋
も
な
い
地
方
の
こ
と
と
て
、
地
方
の

豪
農
で
興
行
の
好
き
な
人
の
座
敷
を
借
り
て
花
興
行
で
や
っ
た
。
そ
の
際
、
地
も
と

の
人
に
浄
瑠
璃
を
語
ら
せ
る
と
観
客
の
動
員
を
た
や
す
く
し
、
し
か
も
花
代
も
多
い

と
こ
ろ
か
ら
好
ん
で
語
ら
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
四
国
遍
路
や
遊
芸
人
・
阿
波
の
あ
や
つ
り
人
形
芝
居
の
影
響
を
受
け

て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
地
区
の
祝
い
ご
と
の
場
に
お
い
て
芸
を
競
い
合

い
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
一
層
の
伸
展
を
み
た
。

2

歌

舞

伎

歌
舞
伎
は
衣
装
や
そ
の
道
具
だ
て
、
舞
台
装
置
な
ど
か
ら
、
ど
こ
で
も
や
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
浄
瑠
璃
が
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
下
直
瀬
に
芽
は
え
た
よ

う
だ
。
山
村
の
娯
楽
と
し
て
明
治
に
な
っ
て
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
い
つ

ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
か
ば
は
っ
き
り
し
な
い
。
言
い
伝
え
や
旧
家
に
残
さ
れ
て
い
る

浄
瑠
璃
の
古
写
本
・
神
社
の
絵
馬
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
域
に
は
、
古
く
か
ら
こ
の
よ

う
な
芸
能
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

文
化
一
二
年
(
一
八
一
五
)
に
は
、
白
楽
と
い
う
芸
名
を
も
つ
熊
次
と
い
う
人
が
浄

瑠
璃
を
語
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
安
政
年
間
(
一
八
五
四
̃
一
八
六
〇
)
に
は
、
こ
の

地
方
独
特
の
催
し
で
あ
る
家
内
安
全
と
豊
年
を
祈
る
春
の
地
鎮
祭
に
上
演
さ
れ
て
い



た
よ
う
で
あ
る
。

大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
、
地
域
の
若
者
や
芝
居
好
き
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
敷
島

会
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
山
内
恒
太
郎
ら
が
下
直
瀬
出
身
の

歌
舞
伎
俳
優
豊
島
豊
次
郎
ら
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
敷
島
会
で

歌
舞
伎
を
始
め
た
。
こ
れ
が
現
在
の
川
瀬
歌
舞
伎
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、
若
者
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
発
展
し
て
き
た
。
太
平
洋
戦
争
の
初
期
に
は

軍
の
慰
問
の
た
め
に
出
演
す
る
な
ど
し
た
が
、
戦
争
が
激
し
く
な
り
中
断
さ
れ
た
。

昭
和
二
〇
年
(
一
九
四
五
)
終
戦
と
同
時
に
山
内
恒
太
郎
の
世
話
で
新
し
く
更
生
座

を
結
成
し
て
再
発
足
し
た
。

昭
和
二
一
年
、
進
駐
軍
の
公
認
劇
団
と
な
り
、
同
二
二
年
に
は
、
日
本
演
劇
協
会

に
登
録
し
た
。

昭
和
二
三
年
、
公
民
館
開
設
と
同

時
に
更
生
座
を
そ
の
ま
ま
公
民
館
娯

楽
部
に
切
り
替
え
て
、
い
よ
い
よ
第

二
の
隆
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、

部
員
も
二
〇
名
を
こ
え
る
と
い
う
充

実
し
た
メ
ン
バ
ー
が
そ
ろ
っ
た
。

昭
和
二
七
年
に
は
、
松
山
市
庁

ホ
ー
ル
で
、
二
九
年
に
は
、
道
後
公

会
堂
で
、
さ
ら
に
三
三
年
に
は
農
研

グ
ル
ー
プ
の
県
代
表
と
し
て
県
医
師

会
館
で
公
演
し
、
川
瀬
歌
舞
伎
の
真

価
を
発
揮
し
、
県
下
の
郷
土
芸
能
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
当
時
、
中
堅
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
松
本
鶴
三
や
女
形
を

演
じ
る
岡
作
太
郎
ら
は
、
水
谷
志
津
夫
師
匠
の
厳
し
い
指
導
を
受
け
、
一
日
の
仕
事

を
終
え
た
後
、
五
時
間
に
も
の
ぼ
る
練
習
に
よ
く
耐
え
て
地
道
な
努
力
を
続
け
た
。

そ
の
厳
し
い
修
業
に
よ
り
、
郷
土
芸
能
と
し
て
生
き
続
け
て
き
た
。

水
谷
師
匠
は
、
昭
和
二
九
年
に
な
く
な
り
、
そ
の
追
善
興
行
が
三
二
年
に
行
わ
れ

た
。
こ
の
川
瀬
歌
舞
伎
も
、
若
い
人
た
ち
が
都
会
に
出
て
い
く
こ
と
で
欠
員
が
で
き

昭
和
三
四
年
二
月
、
面
河
村
柚
野
の
祭
礼
で
の
上
演
を
最
後
に
中
断
さ
れ
、
再
開
さ

れ
る
め
ど
も
た
た
ず
、
そ
の
伝
承
さ
え
あ
や
ぶ
ま
れ
た
。
し
か
し
、
伝
統
が
す
た
れ

て
い
く
こ
と
を
心
配
し
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
六
年
末
、
公
民
館
を
中
心
に

川
瀬
歌
舞
伎
保
存
会
を
結
成
し
、
三
た
び
伝
統
の
灯
が
と
も
さ
れ
た
。

昭
和
三
七
年
一
月
、
保
存
会
結
成
を
記
念
し
て
、
第
一
回
発
表
会
が
下
直
瀬
公
民

館
で
は
な
や
か
に
開
か
れ
た
。
出
し
物
は
、
「
絵
本
大
功
記
十
段
目
尼
崎
の
段
」
、
「
義

経
千
本
桜
三
段
目
寿
志
屋
の
段
」
、
「
式
三
番
斐
」

な
ど
で
あ
り
、
衣
装
や
小
道
具
な

ど
も
昔
な
が
ら
の
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
四
〇
年
前
の
敷
島
会
時

代
の
も
の
が
受
け
つ
が
れ
、
公
民
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
す
ぼ
ら
し
い
古
典
芸
能
を
伝
承
す
る
た
め
、
今
も
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
公
民
館

を
中
心
と
し
て
続
け
ら
れ
、
地
元
の
小
中
学
生
で
今
ま
で
に
小
役
が
多
数
生
ま
れ
て

い
る
。

久
万
町
の
貴
重
な
郷
土
芸
能
と
し
て
、
川
瀬
歌
舞
伎
を
永
遠
に
伝
え
て
い
き
た
い

も
の
で
あ
る
。

二

万

才

第
九
章

芸
能
伝
承

上
浮
穴
郡
に
万
才
が
伝
わ
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
、
松
山
に
伊
予
万
才
が
始
ま
っ

二
一
三
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て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

城
主
久
松
公
が
三
河
か
ら
お
国
か
え
の
際
に

「
喜
八
」
な
る
太
夫
を
と
も
な
っ
て

来
松
し
た
。
彼
が
溝
辺
に
伝
え
て

「
溝
辺
万
才
」
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
喜
八
な

る
人
が
、
本
郡
の
美
川
村
大
川
地
区
と
、
本
町
の
父
野
川
地
区
へ
も
伝
え
た
。

元
来
、
万
才
と
い
う
も
の
は
、
め
で
た
い
と
き
に
舞
う
も
の
で
あ
っ
て
、
正
月
の

月
は
、
さ
き
の
二
地
区
は
、
と
も
に
各
地
を
巡
業
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

父
野
川
地
域
の
人
も
昭
和
一
六
年
以
前
ま
で
は
巡
業
に
出
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

正
月
の
月
の
万
才
に
は
、
豊
年
お
ど
り
松
づ
く
し
、
千
本
桜
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

こ
の
三
つ
は
特
に
め
で
た
い
お
ど
り
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
め
で
た
い
行
事
の
と
き

に
よ
く
舞
わ
れ
て
い
た
。

な
お
、
久
万
山
万
才
と
い
う
の
は
父
野
川
、
大
川
の
万
才
を
さ
し
て
言
っ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
菅
生
や
明
神
、

二
名
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
。
菅
生

で
は
、
大
正
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た

も
の
で
歴
史
も
浅
く
、
ま
た
、
菅
生

山
大
宝
寺
の
縁
日
に
舞
う
の
が
主
目

的
で
あ
り
、
昭
和
一
五
、
六
年
こ
ろ

に
や
め
て
し
ま
っ
た
。

現
在
は
各
地
域
で
、
文
化
祭
、
運

動
会
、
公
民
館
祭
等
で
、
小
中
学
生

の
あ
い
だ
に
も
受
け
継
が
れ
舞
わ
れ

て
い
る
。

以
下
、
万
才
の
歌
を
記
す
。

二
一
四

〇
豊
年
お
ど
り

子
と
う
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
年
内
夫
婦
は
睦
ま
じ
く

マ
タ
仲
良
に
、
暮
ら
す
の
が

福
の
神
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

丑
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
牛
牛
づ
き
よ
で
暮
ら
す
な
ら
、
マ
タ
求
め
り
や
、
百
姓
の

宝
な
り
、
ヤ
レ
豊
年
か
な
い
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

寅
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
隣
の
宝
を
招
く
よ
り
マ
タ
わ
が
家
に
、
宝
を
招
か
ん
せ
、

ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

卯
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
運
づ
く
も
の
と
は
い
う
け
れ
ど
、
マ
タ
稼
ぐ
に
、
追
い
つ

く
貧
乏
な
し
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

辰
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
や
れ
た
つ
そ
ら
た
つ
い
ま
も
た
つ
、
マ
タ
国
々
め
ぐ
り
て

稼
ぎ
た
つ
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

巳
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
皆
さ
ん
寄
り
て
の
夜
話
し
に
、
マ
タ
今
年
も
、
世
が
良
う

て
米
さ
が
る
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

午
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
馬
々
づ
き
よ
で
暮
ら
す
な
ら
、
マ
タ
一
七
、
人
か
ら
は
た

ち
ま
で
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

未
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
ひ
つ
じ
の
な
ん
ど
き
油
断
な
く
、
マ
タ
心
を
、
か
せ
い
と

も
た
し
ゃ
ん
せ
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

中
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
さ
る
さ
え
お
や
に
は
孝
行
す
る
、
マ
タ
む
す
こ
の
、
子
な

ら
も
た
し
ゃ
ん
せ
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

酉
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
や
れ
と
る
そ
ら
と
ろ
い
ま
も
と
る
、
マ
タ
伊
勢
び
屋
の
川

原
で
こ
り
を
と
る
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

戌
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
居
に
く
い
と
こ
ろ
で
奉
公
を
、
マ
タ
つ
と
め
り
や
我
が
身

の
た
め
と
な
る
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
、
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。

亥
と
さ
え
え
の
さ
え
の
さ
、
い
よ
い
よ
五
穀
は
成
就
し
て
、
マ
タ
こ
れ
か
ら
、
世
の
中

が
豊
か
な
る
、
ヤ
レ
豊
年
か
い
な
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ
い
。



○
伊
予
万
才

柱
ぞ
ろ
え

徳
川
家
に
は
ご
万
才
で

ま
ず

正
月
の
元
旦
に

お
て
か
な
万
才

お
ど
り
出
す
、
柱
そ
ろ
え
の
こ
と
な
れ
ば

さ
て
、

一
本
の
柱
に
は
、
一
天
が
世
界
な
り
、
治
ま
る
御
代
こ
そ
あ
り
が
た
や

二
本
の
柱
に
は
、
に
っ
こ
り
笑
う
た
ら
大
黒
さ
ん
、
若
え
び
す

三
本
の
柱
に
は
、
右
近
じ
ゃ
、
左
近
じ
ゃ
、
左
近
じ
ゃ
、
右
近
じ
ゃ
、
花
橘
の
し
ろ
し
ま

で
四
本
の
柱
に
は
、
四
方
ま
は
め
じ
ゃ
、
次
郎
松
こ
こ
ら
で
、
あ
ほ
べ
と
し
ょ

五
本
の
柱
に
は
、
五
葉
の
松
、
栄
え
た
五
葉
の
松

六
本
の
柱
に
は
、
櫓
に
舵
そ
ろ
え
て
、
大
根
緋
の
か
ぶ
ら
そ
ろ
え
て
千
石
船
水
戸
入
り

七
本
の
柱
に
は
、
七
福
り
ん
と
せ
い
、
腰
骨
強
い
が
し
ゃ
ん
と
せ
い

八
本
の
柱
に
は
、
八
棟
造
り
し
ょ
次
郎
松
家
は
、
草
屋
ぶ
き
、
屋
根
は
テ
ク

(
竹
)
前
、

桧
わ
だ
ぶ
き

九
本
の
柱
に
は
、
九
重
に
盃
次
郎
松
受
け
た
が
継
が
な
ん
だ
、
す
す
め
て
あ
り
が
た
や

十
本
の
柱
に
は
、
寿
じ
ゃ
、
福
寿
じ
ゃ
あ
ら
、
福
の
神

百
本
の
柱
に
は
、
お
ま
え
百
ま
で
、
わ
し
ゃ
九
十
九
ま
で
、
と
も
に
白
髪
の
は
え
る
ま
で

柱
ぞ
ろ
え
と
名
を
残
し
、
ま
こ
と
に
め
で
と
う
、
そ
う
ら
い
け
れ
ど
…
…
・
‥

踊
り
子

「
ま
ず
は
太
夫
さ
ん
、
こ
れ
ま
で
で
ご
ざ
る
」

太

夫

「
右
の
万
才
め
で
と
う
ま
い
納
め
る
が
よ
か
ろ
う
」

踊
り
子

「
あ
と
は
い
そ
い
で
太
夫
殿
か
ら
」

○
な
ぞ
す
く
し
数
え
歌

ヤ
レ
、
一
つ
と
さ
、
広
い
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
、
な
ぞ
と
、
人
情
の
知
恵
く
ら
べ
、
か

け
て
と
く
の
が
お
も
し
ろ
い
。

ヤ
レ
、
二
つ
と
さ
、
風
呂
屋
の
け
ん
か
と
か
け
ま
し
て
、
す
も
と
り
の
け
ん
か
と
と
く
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わ
い
な
、
裸
で
さ
わ
ぐ
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
三
つ
と
さ
、
三
つ
子
の
夜
這
い
と
か
け
ま
し
て
、
石
童
丸
と
解
く
わ
い
な
、
乳

(
父
)

を
尋
ね
て
、
腹
山

(
原
山
)

登
る
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
四
つ
と
さ
、
よ
ご
れ
た
ふ
ん
ど
し
と
か
け
ま
し
て
、
い
や
な
手
紙
と
解
く
わ
い

な
、
い
や
い
や
か
く

(
書
く
)

で
は
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
五
つ
と
さ
、
い
が
ん
だ
材
木
と
か
け
ま
し
て
、
郵
便
さ
ん
と
解
く
わ
い
な
、
走

ら
に
ゃ

(
柱
に
ゃ
)

な
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
六
つ
と
さ
、
無
理
な
姑
と
か
け
ま
し
て
、
英
語
の
手
紙
と
解
く
わ
い
な
、
読

め
に
く
い

(
嫁
憎
い
)

じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
七
つ
と
さ
、
夏
の
夕
立
ち
と
か
け
ま
し
て
、
金
の
鈴
か
ら
と
解
く
わ
い
な
。
降

る
鳴
る

(
振
る
鳴
る
)
光
る
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
八
つ
と
さ
、
破
れ
た
障
子
と
か
け
ま
し
て
、
冬
の
う
ぐ
い
す
と
解
く
わ
い
な
、

ア
ラ
春
(
張
る
)

を
待
つ
で
は
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
九
つ
と
さ
、
紺
屋
の
お
手
間
さ
ん
と
か
け
ま
し
て
、
強
い
将
棋
と
解
く
わ
い
な
、

詰
め
手
(
爪
手
)

が
黒
い
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
一
〇
と
さ
、
豆
腐
に
か
す
が
い
と
か
け
ま
し
て
、
空
飛
ぶ
鳥
と
解
く
わ
い
な
、

射
つ

(
打
つ
)

こ
と
な
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
一
一
と
さ
、
石
の
レ
ン
が
く
と
か
け
ま
し
て
、
貧
乏
な
床
屋
さ
ん
と
解
く
わ
い

な
、
櫛

(
串
)

に
困
る
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

ヤ
レ
、
二
一
と
さ
、
二
階
の
お
客
さ
ん
と
か
け
ま
し
て
、
風
船
ま
り
と
解
く
わ
い
な
、

空
気

(
食
う
気
)

で
あ
が
る
じ
ゃ
な
い
か
い
な
。

「
踊
り
子
」

「
ま
ず
は
太
夫
さ
ん
、
お
ど
り
は
こ
れ
ま
で
」

「
太

夫
」

「
よ
う
で
き
た
御
方
才
」

「
踊
り
子
」

「
あ
と
は
急
い
で
太
夫
殿
か
ら
」

前

ぶ

れ

(
伊
予
節
)

伊
予
の
松
山
、
名
物
名
所
、
三
津
の
朝
市
道
後
の
湯
、
音
に
名
高
か
き
五
色
そ
う
め
ん
、

二
一
五
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一
六
日
の
初
桜
、
吉
田
さ
し
桃
、
こ
か
き
つ
ば
た
、
高
井
の
里
の
て
い
れ
ぎ
ゃ
、
紫
井
戸

の
片
目
鮒
、
う
す
ず
み
桜
や
緋
の
か
ぶ
ら
、
チ
ョ
イ
ト
伊
予
が
す
り
。

前

ぶ

れ

(
竹
予
竹
節
)

竹
に
節
あ
り
、
枝
に
も
ふ
し
ぶ
し
、
端
歌
伊
予
節
付
づ
く
し
、
主
は
若
竹
、
ひ
ご
ろ
寒

竹
、
ぐ
ち
を
言
う
の
は
女
子
竹
、
孟
宗
・
淡
竹
の
竹
ま
で
も
、
義
理
を
た
て
ぬ
く
男
竹
、

雪
折
れ
笹
や
黒
竹
、
し
め
て
ね
ぎ
さ
は
、

た
な
は
た
の
チ
ョ
イ
ト
一
や
竹
。

三

獅
子
舞
い
・
ね
り

秋
の
豊
作
を
鎮
守
の
神
に
感
謝
し
て
行
わ
れ
る
祭
り
に
つ
き
も
の
の
獅
子
舞
い
や

ね
り
は
、
そ
の
歴
史
を
尋
ね
る
と
、
遠
い
昔
、
江
戸
時
代
の
寛
政
年
間
に
久
万
町
に

発
展
の
き
ざ
し
が
み
ら
れ
る
。

寛
政
年
間
と
い
え
ば
、
江
戸
史
上
最
高
と
も
み
ら
れ
る
天
明
の
飢
饉
の
あ
と
で
、

寛
政
の
改
革
に
よ
り
、
一
般
に
質
素

倹
約
が
さ
け
ば
れ
て
い
た
と
き
で
あ

り
、
農
民
の
生
活
も
相
応
に
し
い
た

げ
ら
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ

う
し
た
と
き
に
、
獅
子
頭
や
ね
り
の

用
具
を
整
え
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、

代
官
が
容
易
に
承
知
す
る
は
ず
も
な

い
。
ち
な
み
に
直
瀬
の
例
を
み
る
と
、

寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
に
獅
子
頭
の

購
入
許
可
を
代
官
に
請
願
し
、
実
際

に
許
可
さ
れ
た
の
は
寛
政
六
年
(
一

七
九
四
)

の
こ
と
で
あ
る
。
他
の
地

二
一
六

域
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
単
位
に
氏
子
に
よ
っ
て
整
え
ら

れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

獅
子
舞
い
の
用
具
が
整
う
と
練
習
に
と
り
か
か
っ
た
。
獅
子
舞
い
の
師
匠
と
し
て

温
泉
郡
田
窪
あ
た
り
の
人
を
雇
っ
て
来
て
、
習
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
。

昼
間
は
収
穫
の
作
業
に
従
事
し
、
夜
ご
と
夜
ご
と
鎮
守
の
社
に
集
ま
っ
て
大
太

鼓
・
小
太
鼓
の
ば
ち
さ
ば
き
か
ら
舞
い
の
舞
い
方
、
す
べ
て
を
習
う
の
だ
か
ら
容
易

な
わ
ざ
で
は
な
い
。
舞
い
子
は
若
衆
連
中
だ
か
ら
、
う
ち
興
じ
て
深
夜
に
お
よ
ぶ
こ

と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
昼
夜
に
わ
た
る
重
労
働
が
一
か
月
以
上
も
続
く

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
練
習
の
は
げ
し
ぎ
を
み
か
ね
た
氏
子
総
代
が
氏
子
に
夜
食
の
寄

進
を
申
し
出
、
氏
子
は
そ
の
寄
進
を
な
し
た
。

獅
子
舞
い
と
同
時
に
「
ね
り
」
の
練
習
も
行
わ
れ
た
。
「
ね
り
」
は
日
ご
ろ
農
民
の

農
作
業
に
取
材
し
た
も
の
で
、
爺
と
婆
と
で
畑
を
耕
し
て
種
を
ま
く
、
そ
れ
を
野
猿

が
じ
ゃ
ま
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
し
ぐ
さ
で
、
当
時
の
百
姓
の
苦
労
を
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
ね
り
を
獅
子
舞
い
の
間
に
は
さ
ん
で
一
連
の
も
の
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

獅
子
の
舞
い
方
に
は

「
新
獅
子
」

「
す
ま
し
」

「
曲
」

「
芋
掘
り
」
「
山
さ
が
し
」
「
孔

雀
」

な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
た
や
り
方
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
獅
子
舞
い
に
は
寝
て

い
る
と
こ
ろ
を
起
こ
す
た
め
の
女
役
が
登
場
し
た
り
す
る
場
面
も
あ
っ
て
、
勇
壮
な

な
か
に
一
種
の
柔
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

元
来
、
獅
子
は
霊
獣
で
あ
り
、
天
に
も
昇
る
そ
の
智
勇
に
あ
や
か
り
、
こ
れ
で
悪

魔
を
払
い
、
神
明
の
加
護
を
得
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
生
さ
ぬ
こ
う
と
し
た
、
農
民

生
活
の
一
端
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
舞
い
も
勇
壮
で
活
発
で
力

強
い
迫
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
獅
子
頭
を
見
た
だ
け
で
幼
児
は
恐
怖
を
う
っ
た
え



る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
獅
子
が
、
自
分
の
は
だ
に
住
ま
う
小
さ
な
虫
を
取

ろ
う
と
す
る
し
ぐ
さ
や
、
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
起
こ
さ
れ
て
立
ち
あ
が
っ
て
舞
う
し

ぐ
さ
な
ど
に
は
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
当
時
の
人
々
の
人
情
の
こ
ま

や
か
な
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
大
太
鼓
・
小
太
鼓
の
音
に
あ
わ
せ
て
跳
び
は
ね
る
獅
子
を
見
て
い
る

と
、
そ
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
き
と
、
力
強
さ
に
し
ば
し
の
時
を
忘
れ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。

よ
い
祭
り
の
日
に
氏
神
に
そ
の
舞
い
を
奉
納
し
、
祭
り
当
日
は
氏
子
の
有
志
宅
を

請
わ
れ
る
ま
ま
に
訪
れ
て
舞
い
歩
き
、
悪
魔
払
い
と
同
時
に
幸
せ
を
授
け
て
回
っ
た
。

現
在
で
は
、
獅
子
頭
を
扱
う
も
の
も
い
な
く
な
り
、
祭
礼
の
た
び
に
そ
の
復
活
が

望
ま
れ
、
ぼ
つ
ぼ
つ
と
始
め
た
地
区
も
で
て
き
た
。

遠
い
祖
先
の
生
活
感
情
と
直
結
し
、
郷
土
芸
能
の
一
つ
で
も
あ
る
獅
子
舞
い
は
、

神
輿
の
渡
御
と
と
も
に
、
以
前
に
返
し
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

四

盆
お
ど

り

元
禄
文
化
が
上
方
(
京
都
・
大
阪
)
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
の
に
対
し
、
化
政

(
文
化
、
文
政
年
間
)
文
化
は
江
戸
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
と
も
に
江
戸

時
代
に
お
け
る
庶
民
文
化
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

さ
き
の
獅
子
舞
い
や
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
が
い
ず
れ
も
寛
政
年
間
に
久
万
町
に
広

ま
っ
た
よ
う
に
、
盆
お
ど
り
も
ま
た
寛
政
年
間
の
よ
う
で
あ
る
。

寛
政
と
い
え
ば
化
政
文
化
よ
り
も
約
一
〇
年
ぐ
ら
い
先
が
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

獅
子
舞
い
が
氏
神
の
祭
礼
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
盆
お
ど
り
は
檀
那
寺
の

精
霊
祭
り
と
結
び
つ
い
て
発
達
を
と
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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鎖
国
令
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
禁
じ
ら
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
狩
り
が
行
わ
れ
る
な

か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
各
自
が
信
ず
る
宗
派
の
寺
院
に
登
録
を
な
し
、
檀
家
と
檀
那

寺
の
関
係
を
結
び
、
寺
院
の
諸
行
事
に
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

寺
院
の
行
事
の
最
大
の
も
の
は
衆
生
教
化
・
救
済
と
、
精
霊
の
供
養
で
あ
る
。
精

霊
の
供
養
は
な
ん
と
い
っ
て
も
孟
蘭
盆
会
で
あ
る
。
八
月
一
五
日
に
檀
信
徒
は
こ

ぞ
っ
て
檀
那
寺
へ
参
り
祖
先
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
た
も
の
で
あ
る
。
寺
で
も
こ
の
と
き

精
霊
会
を
営
み
、
供
養
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
精
霊
会
が
終
わ
る
と
、
精
霊
送

り
の
行
事
と
し
て
、
踊
り
を
踊
っ
た
。
こ
れ
が
盆
踊
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
盆
踊
り
は
祖
先
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
、
精
霊
を
送
る
た
め
の
踊
り
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
種
の

「
あ
わ
れ
」

を
感
じ
さ
せ
る
面
を
も
っ
て
い
た
。

現
今
、
全
国
津
々
浦
々
に
み
ら
れ
る
盆
踊
り
の
中
に
は
、
戦
勝
を
祈
念
し
た
も
の

と
か
、
戦
勝
を
祝
っ
た
も
の
と
か
、
作
業
の
能
率
を
あ
げ
る
た
め
の
も
の
と
か
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
久
万
地
方
の
も
の
は
、
精
霊
送
り
と
結
び
つ
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。檀

那
寺
は
各
町
村
に
一
か
寺
ぐ
ら
い
ず
つ
あ
っ
た
ら
し
く
、
た
め
に
檀
家
は
そ
の

町
村
一
円
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

盆
踊
り
当
日
は
庄
屋
の
命
令
で
各
戸
一
名
以
上
(
世
帯
主
は
必
ず
)
寺
に
集
ま
り
、

う
ち
わ
や
ぽ
ん
で
ん
を
持
っ
て
踊
っ
た
。

踊
り
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
霧
降
の
例
を
み
る
と
、
傘
と
刀
を
持
っ
て

踊
る

「
志
賀
段
七
」
、
タ
オ
ル
を
用
い
る

「
風
呂
屋
お
ど
り
」
、
ぽ
ん
で
ん
を
両
手
に

持
っ
て
踊
る

「
し
で
お
ど
り
」
、
「
伊
勢
お
ど
り
」
、
「
よ
し
こ
の
お
ど
り
」
、
「
へ
い

ご
」
、
素
手
で
踊
る

「
三
つ
拍
子
」
、
「
手
お
ど
り
」
、
「
弓
引
き
」
、
せ
ん
す
を
用
い
る

「
せ
ん
す
踊
り
」
、
「
二
本
ぜ
ん
す
」

な
ど
と
多
彩
で
あ
っ
た
。二

一
七
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お
は
や
し
は
、
太
鼓
や
ひ
ょ
う
し
木
が
主
で
所
に
よ
っ
て
か
ね
や
笛
も
用
い
た
。

太
鼓
と
ひ
ょ
う
し
木
だ
け
の
お
は
や
し
、
そ
れ
こ
そ
精
霊
送
り
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
で
も
歌
の
文
句
は
そ
れ
ほ
ど
陰
気
な
も
の
で
は
な
い
。

精
霊
送
り
が
目
的
で
は
じ
ま
っ
た
こ
の
盆
踊
り
も
時
代
の
流
れ
に
は
抗
し
き
れ
ず
、

い
つ
し
か
若
い
男
女
の
交
わ
り
の
か
っ
こ
う
の
場
と
な
り
、
つ
い
に
は
県
条
例
で
風

紀
を
乱
す
も
の
と
し
て
取
締
り
の
対
象
と
さ
れ
、
明
治
末
期
に
は
、
盆
踊
り
の
群
衆

を
追
い
散
ら
す
た
め
に
警
官
が
動
員
さ
れ
た
り
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
風
紀
を
乱
す

と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
男
女
の
交
際
は
男
子
は
比
較
的
自
由
で
も
、
女
子

は
よ
ほ
ど
ル
ー
ズ
な
家
庭
で
な
い
か
ぎ
り
、
厳
格
に
両
親
に
躾
ら
れ
、
男
性
と
の
立

ち
話
で
さ
え
も
他
人
に
は
み
だ
ら
な
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
恋
愛

に
よ
る
自
由
結
婚
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
盆
踊

り
が
縁
で
、
娯
楽
の
少
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
踊
り
の
途
中
で
踊
り
子
が
蒸
発
し
、

暗
が
り
を
え
ら
ん
で
、
恋
を
語
ら
い
戯
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
わ
り

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

八
月
一
五
日
に
庄
屋
の
号
令
で
寺
の
境
内
に
集
ま
っ
た
男
衆
は
、
昼
の
間
に
大
き

な
ヤ
グ
ラ
を
組
み
、
明
か
り
の
準
備
を
な
し
、
踊
り
の
用
意
を
整
え
る
。
夜
に
は
い

る
や
老
い
も
若
き
も
う
ち
つ
ど
い
、
ヤ
グ
ラ
の
上
で
の
拍
子
と
歌
声
に
合
わ
せ
て
、

そ
の
周
囲
を
輪
に
な
っ
て
踊
り
明
か
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
な
や
い
だ
中
に

一
種
の
哀
調
を
帯
び
た
こ
の
踊
り
も
、
そ
の
中
間
に
「
は
め
の
こ
と
ば
」
や
「
は
め

返
し
」
な
ど
が
は
い
る
に
い
た
っ
て
は
、
当
時
の
人
々
の
人
情
の
こ
ま
や
か
さ
や
、

と
か
く
湿
っ
ぽ
い
も
の
に
な
り
が
ち
な
も
の
を
こ
と
さ
ら
に
は
な
や
い
だ
も
の
に
し

て
い
こ
う
と
す
る
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。
見
る
者
、
聞
く
者
を
し
て
、
踊
り
に
さ

そ
い
こ
む
な
に
か
が
あ
る
よ
う
思
わ
れ
楽
し
く
な
る
。

二
一
人

明
治
末
期
に
県
条
例
で
禁
止
さ
れ
た
と
は
い
え
、
あ
ち
こ
ち
で
受
け
つ
が
れ
、

細
々
な
が
ら
今
日
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
で
ま
た
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
レ

コ
ー
ド
に
あ
わ
せ
て
移
入
し
て
き
た
踊
り
、
郷
土
と
は
な
ん
の
関
係
も
持
た
な
い
踊

り
に
う
ち
興
ず
る
の
で
な
く
、
古
い
伝
統
と
、
郷
土
の
祖
先
の
生
活
感
情
が
結
び
つ

い
た
も
の
を
こ
そ
、
後
世
に
伝
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
盆
踊
り
の
歌
詞
を
書
き
と
め
て
お
く
。

〃
お
ど
り
七
月
、
盆
な
ら
よ
か
ろ

(
合
い
の
手
)

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ

(
以
下
同
じ
)

お
ど
り
ひ
ず
げ
で
主
に
合
う

(
合
い
の
手
)

ヤ
ッ
ト
コ
セ
ー
ヨ
ー
イ
ヤ
ナ
、
ヨ
ー
イ
ヤ
ナ
1

(
以
下
同
じ
)

〃
山
が
焼
け
る
が
、
飛
ば
ぬ
か
雉
よ

な
に
が
飛
ば
り
ょ
か
子
を
す
て
て

〃
こ
こ
で
歌
と
う
た
ら
、
聞
こ
よ
う
か
知
り
ょ
か

(
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
か
の
憲
)

川
の
む
か
い
の
二
一
に

〃
兵
伍
、
兵
伍
と
名
は
よ
い
け
れ
ど

兵
伍
さ
ほ
ど
の

き
り
ょ
じ
ゃ
な
い

〃
吉
田
通
れ
ば

二
階
か
ら
ま
ね
く

と
か
も
か
の
子
の

振
り
袖
で

や
ぶ

〃
一
つ
よ
一
つ
出
し
ま
し
ょ

薮
か
ら
笹
を

つ
け
て
流
し
ょ

や
っ
と
短
冊
を

○
は
め
こ
と
ば

〃
待
っ
た

待
っ
た

待
っ
た
と
い
う
た
ら
待
っ
て
お
く
れ
や
音
頭
さ
ん
、
か
よ
う
申
す



私
は
、
こ
れ
よ
り
東
ま
た
東
、
石
鎚
山
や
裏
山
に
住
ま
い
す
る
炭
焼
番
子
の
子
で
ご
ざ

る
。ち

ょ
っ
と
久
万
町
、
用
事
あ
り
、
用
事
済
ま
せ
て
帰
り
道
、
鐘
や
太
鼓
の
音
が
す
る
。

何
か
と
思
え
ば
盆
お
ど
り
、
や
れ
お
も
し
ろ
や
こ
れ
を
は
め
ず
に
帰
り
ょ
う
か
、
帰
っ

て
み
や
子
に
話
し
な
い
、
話
し
な
い
の
は
か
ま
わ
ね
ど
、
枯
れ
木
も
山
の
に
ぎ
お
い
、

ぴ
ん
だ
れ
女
も
茶
の
間
の
大
衆
、
わ
た
し
ゃ
踊
り
に
わ
く
さ
の
に
ぎ
わ
い
、
ち
ょ
い

と
は
め
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。

太
鼓
打
ち
さ
ん
は
み
よ
う
か
な
、
音
頭
と
り
さ
ん
は
み
よ
う
か
な
、
踊
り
子
さ
ん
を

は
み
よ
う
か
な
、
太
鼓
打
ち
さ
ん
は
み
よ
う
な
ら
、
日
本
諸
国
諸
大
名
、
と
き
の
太
鼓
で

ば
ら
が
お
じ
ょ
う
ず
か
、
音
が
よ
い
、
音
頭
と
り
さ
ん
は
み
ょ
う
な
ら
、
夏
鳴
く
せ
み

か
虫
の
声
、
笠
ひ
ち
り
き
ゃ
笛
の
音
、
奥
山
の
谷
々
に
鳴
く
う
ぐ
い
す
の
声
に
も
に
た

れ
ソ
○

踊
り
子
さ
ん
を
は
み
ょ
う
な
ら
、
立
て
ば
し
ゃ
く
や
く
、
す
わ
れ
ば
ぼ
た
ん
、
踊
る

姿
は
ゆ
り
の
花
、
ま
だ
ま
だ
は
め
た
き
こ
と
は
山
々
、
山
で
木
の
数
か
や
の
か
ず
、
八

反
畑
の
け
し
の
数
、
千
里
が
浜
の
砂
の
数
、
へ
た
な
長
こ
う
じ
ょ
う
は
踊
り
ぼ
ん
た
ん

の
さ
ま
た
げ
と
な
る
、
夏
の
夕
立
ち
、
豆
の
葉
ぶ
る
い
、
ざ
ら
ざ
ら
ざ
っ
と
、
は
め
こ

ん
だ
り
〃

○
は
め
返
し

〃
や
れ
あ
り
が
た
や
、
あ
り
が
た
や

ど
こ
や
い
ず
こ
の
た
れ
ふ
ん
ぞ

い
や
ど
っ
こ
い

ま
ち
ご
う
た
、
た
れ
さ
ん
ぞ

顔
を
面
や
し
ら
な
み
や

顔
を
面
を
知
っ
て
な
ら

破
れ
ば
か
ま
を
腰
に
ひ
っ
か
け

破
れ
ぜ
ん
す
を
腰
に
と
ど
い
こ
み

踊
り
子
一
同
ひ

き
つ
れ
て

お
ひ
ざ
も
と
ま
で
た
ど
り
つ
き

お
ん
礼
返
す
は
ず
な
れ
ど

こ
れ

今

晩
は

踊
り
ば
ら
ば
ら
と
り
か
か
り
い
ま
す
ゆ
え

こ
と
ば
に
て

お
ん
礼
返
し
ま

し
ょ
う

な
ん
ず
く
し
に
て
お
ん
礼
返
し
ま
し
ょ
う

飯
ず
く
し
に
て
お
ん
礼
返
す
な

ら

一
で
芋
飯

二
で
に
ぎ
り
飯

三
で
さ
さ
げ
飯

四
で
塩
飯
、
互
で
ご
も
く
め
し
、

第
九
章

芸
能
伝
承

六
つ
麦
飯
、
七
つ
菜
飯
、
八
つ
焼
飯
、
九
つ
米
の
飯
、
十
で
豆
腐
屋
の
き
ら
ず
飯
、

の
ど
に
つ
ま
っ
て
ぎ
い
つ
ぎ
つ
、

さ
さ
、
や
れ
こ
の
、
よ
う
し
よ
し
〃

(
と
踊
り
を
つ
づ
け
る
)

五

子
供
の
遊
び

白

黒

一
五
井
ン
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
竹
を
一
光
ン
幅
ぐ
ら
い
に
割
り
、
そ
れ
を
八
本
使
っ
て
遊

ぶ
遊
び
で
あ
る
。

八
本
の
竹
を
手
に
握
り
一
二
、
三
光
ン
ぐ
ら
い
上
に
な
げ
あ
げ
、
手
の
甲
に
て
受
け

る
。
そ
の
際
片
方
の
端
が
台
の
上
(
遊
ぶ
場
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
竹
を
置
く
場
所
で
あ

る
)

に
つ
い
て
も
、
全
部
受
け
ら
れ
な
く
て
、
一
本
や
二
本
落
ち
て
も
よ
い
。
た
だ

し
、
そ
の
落
ち
た
竹
が
表
皮
の
つ
い
て
い
る
ほ
う
か
、
若
し
く
は
肉
の
部
分
か
、
ど

ち
ら
か
に
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
、
そ
ろ
っ
て
な
い
と
だ
め
で
あ
る
。
そ

ろ
っ
て
お
れ
ば
、
手
の
甲
で
受
け
た
竹
を
、
落
ち
て
い
る
竹
と
同
一
の
状
態
に
手
の

甲
で
振
り
返
し
な
が
ら
落
と
し
て
い
く
。
八
本
が
全
部
同
じ
方
向
に
む
け
る
こ
と
が

で
き
れ
ば

「
一
貫
貸
し
た
」
と
い
っ
て
続
け
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
部
が
同
一

の
状
態
に
落
と
せ
な
い
と
柏
手
と
交
替
す
る
。
大
勢
で
や
る
と
き
は
次
の
順
番
の
者

と
交
替
す
る
。
だ
か
ら
人
数
は
ふ
た
り
以
上
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
り
、

「
一
貫
貸
し
た
」
「
二
貫
貸
し
た
」
と
い
っ
て
そ
の
貸
し
が
多
い
ほ
ど
よ
い
と
い
う
遊

び
で
あ
る
。
貸
さ
れ
た
ほ
う
は
な
ん
と
か
し
て
返
す
と
い
う
わ
け
で
、
自
然
手
の
動

き
に
く
ふ
う
を
凝
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
遊
び
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
、

昭
和
一
五
年
ご
ろ
ま
で
あ
っ
た
遊
び
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
女
の
子
の
遊
び
で

あ
っ
た
。

二
一
九



第
三
編

民
俗
文
化

コ

マ

回

し

○
タ
タ
キ
ゴ
マ

直
径
三
光
ソ
か
ら
四
光
ソ
ぐ
ら
い
の
木
で
長
さ
六
、
七
㌢
の
も
の
を
そ

の
片
方
を
削
っ
て
円
錐
に
し
て
作
る
。
た
た
く
む
ち
は
藤
か
ず
ら
の
髄
を
と
っ
て

五
〇
非
ン
ぐ
ら
い
と
し
、
そ
の
先
に
、
布
ざ
れ
か
、
か
ず
ら
の
表
皮
の
四
〇
非
ン
ぐ
ら

い
の
長
さ
の
も
の
を
結
び
つ
け
て
、
そ
の
布
で
コ
マ
を
た
た
く
。
こ
れ
は
男
の
子

が
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
始
め
る
遊
び
で
あ
る
。
ま
た
春
先
、
日
当
た
り
の
よ
い
と

こ
ろ
で
や
っ
て
遊
ん
だ
り
も
す
る
。
長
い
間
回
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
度
回
り

始
め
る
と
そ
れ
が
長
く
続
く
の
が
自
慢
で
あ
っ
た
。
止
ま
り
か
け
る
と
手
に
し
た

む
ら
で
た
た
き
、
勢
い
を
つ
け
て
回
す
。
た
た
い
て
か
ら
次
に
た
た
く
ま
で
の
間

が
長
い
の
も
自
慢
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
最
初
回
し
始
め
は
む
ら
の
先
の
布
を
コ
マ

に
巻
き
つ
け
、
コ
マ
を
地
面
に
押
し
っ
け
た
よ
う
に
し
て
お
い
て
む
ち
を
強
く
引

き
同
時
に
押
し
っ
け
て
い
た
手
を
コ
マ
か
ら
は
な
す
。
そ
の
は
な
し
か
た
、
引
き

方
に
よ
っ
て
コ
マ
が
回
っ
た
り
、
回
ら
な
か
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た

た
き
ゴ
マ
は
、
大
正
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
、
ブ
リ
キ
で
作
り
、
回
す
と
音
が
出
る

よ
う
に
円
筒
形
の
部
分
に
五
㍉
く
ら
い
の
す
き
ま
が
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
な
っ

て
店
頭
に
あ
ら
わ
れ
た
。
買
う
の
は
、
お
金
も
ち
の
子
で
、
貧
乏
人
の
子
は
自
分

で
木
を
削
っ
て
作
っ
た
。
自
然
遊
ぶ
と
き
に
も
木
は
木
で
、
ブ
リ
キ
は
ブ
リ
キ
で

仲
間
を
作
っ
て
い
た
。
お
正
月
の
お
年
玉
で
よ
う
や
く
買
っ
て
、
ブ
リ
キ
の
仲
間

に
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

コ
マ
の
け
ん
か

昭
和
の
初
め
こ
ろ
か
ら
、
心
棒
が
鉄
で
ま
わ
り
に
鉄
の
輪
を
は
め
た
コ
マ
が
店
頭

に
並
び
だ
し
た
。
こ
れ
は
細
い
綱
を
巻
き
つ
け
て
は
う
り
投
げ
、
綱
を
引
く
と
回
る
。

回
る
時
間
が
相
当
長
い
の
で
そ
の
時
間
の
長
さ
を
競
っ
た
り
、
回
っ
て
い
る
コ
マ
の

二
二
〇

心
棒
に
細
い
綱
を
か
け
て
、
他
の
回
っ
て
い
る
コ
マ
に
当
て
て
、
相
手
の
コ
マ
を
止

め
る
。
早
く
止
ま
っ
た
方
が
ま
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
男
の
子
の
遊
び
で
あ
っ
た
。
の

ち
に
、
コ
マ
の
鉄
の
わ
く
が
部
厚
く
重
く
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
け
ん
か
ゴ
マ
と

い
っ
て
、
相
手
の
コ
マ
が
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
投
げ
つ
け
て
回
し
始
め
る
。
こ
の

投
げ
つ
け
た
と
き
、
相
手
の
コ
マ
の
木
の
部
分
が
割
れ
た
り
、
回
っ
て
い
る
の
が
止

ま
っ
た
り
し
た
ら
相
手
の
負
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
コ
マ
の
遊
び

チ
ョ
ン
カ
ケ

細
ひ
も
(
糸
づ
な
)
で
コ
マ
を
回
し
、
そ
の
細
ひ
も
で
回
っ
て
い
る
コ

マ
の
心
棒
を
空
中
に
つ
る
し
上
げ
、
ひ
も
を
長
く
延
ば
し
た
り
、
短
く
引
き
上
げ

て
遊
ぶ
。
ひ
も
を
長
く
延
ば
す
と
き
、
コ
マ
の
回
転
を
早
く
す
る
た
め
右
手
と
左

手
の
ひ
も
の
端
を
強
く
と
き
ど
き
引
く
。
延
び
き
っ
た
と
こ
ろ
で
コ
マ
を
空
中
に

は
う
り
上
げ
、
ひ
も
を
短
く
持
ち
か
え
て
、
コ
マ
の
心
棒
を
受
け
る
。

コ
マ
を
上
下
に
動
か
す
だ
け
で
な
く
、
大
き
く
前
の
ほ
う
に
揺
り
出
す
。
こ
れ

を
大
振
り
と
も
言
う
。
こ
の
と
き
足
を
上
げ
て
そ
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
た
り
も
し
て

そ
の
技
を
競
う
。

ね
ん
が

り

秋
、
と
り
入
れ
の
終
わ
っ
た
田
へ
出
て
棒
ぐ
い
(
長
さ
七
〇
光
ン
く
ら
い
、
直
径
五
井
ン
く

ら
い
)
を
投
げ
つ
け
て
立
て
る
遊
び
で
あ
る
。

と
り
入
れ
の
終
わ
っ
た
田
へ
、
子
供
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
棒
ぐ
い
を
五
本
、
一
〇

本
と
用
意
し
て
集
ま
っ
て
く
る
。
は
じ
め
各
自
一
本
ず
つ
投
げ
て
立
て
て
お
く
、

ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
順
番
を
決
め
、
そ
の
順
番
で
自
分
の
棒
ぐ
い
を
取
っ
て
仲
間
の
棒
ぐ

い
に
打
ち
あ
て
て
倒
す
。
相
手
の
が
倒
れ
自
分
の
が
立
っ
て
い
れ
ば
勝
ち
で
倒
れ
た

棒
ぐ
い
は
自
分
の
も
の
と
な
る
。
勝
て
ば
失
敗
す
る
ま
で
続
け
て
や
れ
る
。
自
分
の



が
う
ま
く
立
た
な
か
っ
た
り
、
柏
手
の
が
倒
れ
な
け
れ
ば
失
敗
で
次
の
者
と
交
替
す

る
。
勝
っ
た
子
供
は
夕
方
に
は
棒
ぐ
い
を
大
き
な
東
に
し
て
持
ち
帰
っ
た
り
も
し
た
。

主
と
し
て
男
子
の
遊
び
で
あ
っ
た
が
、
男
ま
き
り
の
女
の
子
も
仲
間
に
入
っ
て
騒
い

だ
よ
う
で
あ
る
。
秋
の
と
り
入
れ
ご
ろ
か
ら
雪
が
降
り
出
す
ま
で
の
遊
び
で
あ
っ
た
。

め
ん
が
え
し

(
め
ん
ざ
い
く
)

こ
の
遊
び
は
、
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
駄
菓
子
屋
へ
行
く
と

直
径
一
・
五
井
ン
か
ら
、
二
光
ン
く
ら
い
の
も
の
で
土
で
作
っ
た
小
さ
な
お
た
ふ
く
や
、

ひ
ょ
っ
と
こ
・
さ
る
、
な
ど
の
面
を
売
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
買
っ
て
き
て
や
る
わ
け

で
あ
る
。
ひ
と
り
が
一
個
ず
つ
出
し
合
い
、
じ
ゃ
ん
け
ん
で
競
技
の
順
番
を
決
め
る
。

競
技
者
は
表
と
か
裏
と
い
っ
て
、
手
に
持
っ
た
面
(
参
加
者
の
出
し
合
っ
た
面
)
を
は

ぅ
り
投
げ
る
。
投
げ
ら
れ
る
面
が
、
競
技
者
の
い
っ
た
と
お
り
表
な
ら
表
に
、
裏
な

ら
裏
に
、
全
部
が
な
っ
て
い
れ
ば
と
れ
る
が
で
な
い
と
取
れ
な
い
。
取
れ
た
ら
、
み

ん
な
に
出
し
合
っ
て
も
ら
っ
て
続
け
て
や
れ
る
が
、
失
敗
す
る
と
次
の
競
技
者
と
交

替
す
る
。
こ
の
遊
び
の
問
題
点
は
参
加
者
が
多
い
と
面
が
取
れ
に
く
い
こ
と
と
、
面

を
買
う
の
に
お
金
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
な
ば
た
紙
の
つ
り
合
い

木
綿
針
に
糸
を
つ
け
、
そ
の
糸
の
端
を
片
方
の
手
で
握
り
、
片
方
の
手
に
針
を

持
っ
て
、
た
な
は
だ
さ
ま
の
時
に
使
う
短
冊
の
色
が
み
に
投
げ
つ
け
て
立
て
る
。
こ

の
と
き
、
紙
は
参
加
者
が
同
数
ず
つ
出
し
合
い
そ
れ
を
積
み
重
ね
て
お
く
。
積
み
重

ね
た
紙
に
深
く
さ
さ
れ
ば
一
度
に
多
く
の
紙
が
釣
り
上
げ
ら
れ
る
。
浅
け
れ
ば
釣
り

上
げ
る
枚
数
が
少
な
い
。
釣
り
上
げ
た
枚
数
だ
け
自
分
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
遊
び

は
、
た
な
は
た
の
前
後
一
週
間
く
ら
い
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た

こ

あ
げ

こ
れ
は
正
月
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
(
「
秋
の
地
方
祭
」
こ
ろ
か
ら
正
月
あ
け
ま
で
で

中
心
は
正
月
で
あ
っ
た
。
)

子
供
た
ち
は
自
分
で
竹
を
細
く
削
っ
て
竹
ひ
ご
を
作
り
、
仙
花
紙
(
キ
ズ
キ
半
紙
)

を
用
い
て
自
分
の
好
き
な
大
き
さ
の
た
こ
を
作
る
。
ほ
と
ん
ど
は
四
角
な
た
こ
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
字
を
書
い
た
り
絵
を
害
い
た
り
し
て
作
り
上
げ
る
。
字
や
絵
は
た

こ
が
よ
く
あ
が
る
よ
う
に
と
い
う
の
で
龍
が
多
か
っ
た
。
た
こ
合
戦
に
ち
な
ん
で

シ
ョ
ウ
キ
様
の
絵
も
あ
っ
た
。

カ

ル

タ

カ
ル
タ
遊
び
は
、
子
供
と
お
と
な
で
は
違
っ
て
い
た
。
子
供
た
ち
は
主
と
し
て

「
犬
ぼ
う
カ
ル
タ
」
お
と
な
は
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
と
り
合
い
で
あ
る
。
正
月
前

か
ら
は
じ
め
て
、
正
月
一
か
月
間
ぐ
ら
い
は
毎
夜
、
隣
近
所
か
ら
若
衆
や
娘
が
一
か

所
に
集
ま
り
、
カ
ル
タ
会
を
催
し
た
ら
し
い
。
金
色
夜
叉
の
歌
の
文
句
に

「
カ
ル
タ

の
会
が
縁
と
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
若
い
男
女
の
交
際
の
場
で
も
あ
っ
た
。

第
九
章

芸
能
伝
承
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