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は
じ
め
に

三
浦　

今
日
、
お
越
し
下
さ
っ
た
石
田
幸
雄
先
生
は
、
野
村
万
作

家
の
優
れ
た
演
者
と
し
て
数
多
く
の
舞
台
に
ご
出
演
さ
れ
て
い
る

方
で
す
。
能
楽
界
で
は
、
物
心
付
か
な
い
よ
う
な
幼
少
時
か
ら
お

稽
古
を
し
て
い
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
石
田
先
生
は
高
校
生
の

と
き
に
万
作
先
生
に
師
事
さ
れ
た
、
い
わ
ば
物
心
付
い
て
か
ら
狂

言
を
始
め
ら
れ
た
方
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
青
年
期
に
な
っ
て
狂

言
を
志
し
た
役
者
の
な
か
で
先
生
は
最
も
成
功
さ
れ
た
お
一
人
だ

と
思
い
ま
す
。
大
胆
か
つ
繊
細
な
演
技
に
定
評
の
あ
る
素
晴
ら
し

い
狂
言
師
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
新
し
い
試
み
に
も
意

欲
的
に
参
加
さ
れ
る
な
ど
、
幅
広
い
活
躍
を
な
さ
っ
て
い
る
こ

と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
成
功
な
さ
っ
て
い
る
役
者
さ
ん
で
す
。

　

万
作
先
生
に
教
わ
っ
た
高
校
時
代
の
思
い
出
な
ど
を
最
初
に
お

話
し
頂
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

褒
め
殺
し
の
紹
介
を
受
け
た
気
分
が
し
て
い
ま
す
。

　

高
校
生
の
と
き
に
、
素
人
と
し
て
狂
言
を
習
い
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
私
の
一
歳
下
の
従
妹
が
宝
生
能
楽
堂
の
近
く
に
あ
る
桜
蔭

高
校
に
通
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
誰
か
紹
介
し
て
ほ
し
い

と
頼
ん
だ
ら
、
彼
女
が
宝
生
の
事
務
の
方
に
聞
い
て
く
れ
て
、
万

作
先
生
が
よ
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
六
世
野
村
万

蔵
先
生
（
万
作
先
生
の
お
父
様
）
の
奥
様
に
お
電
話
し
て
、
稽
古

狂
言
の
な
か
の
歌
と
舞

石　

田　

幸　

雄

三　

浦　

裕　

子
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場
を
尋
ね
た
ら
、「
目
白
の
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
、
江
原
中
野

通
の
バ
ス
停
で
降
り
て
、
そ
こ
に
小
川
産
婦
人
科
と
い
う
医
者
が

あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
少
し
入
っ
た
銀
杏
の
木
の
そ
ば
に
あ
り
ま

す
」
と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
従
妹
は
習
わ
な
い
け
れ
ど
も
、

二
人
で
行
っ
た
ん
で
す
。
で
も
小
川
産
婦
人
科
が
わ
か
ら
な
く
て
。

私
は
詰
襟
の
学
生
服
で
従
妹
は
セ
ー
ラ
ー
服
。
誤
解
さ
れ
そ
う

で
、
産
婦
人
科
が
ど
こ
か
と
聞
く
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
浦　

幼
少
時
か
ら
狂
言
を
お
稽
古
し
て
い
る
方
は
、
謡
や
舞
を

小
さ
い
頃
か
ら
叩
き
込
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
高
校
生
に

な
っ
て
狂
言
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
理
知
的
に
い
ろ
い
ろ
と

考
え
な
が
ら
お
稽
古
を
積
ま
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

稽
古
で
は
余
計
な
こ
と
を
考
え
な
い
で
、
と
に
か
く
真
似

を
す
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
を
た
だ
ひ
た
す
ら
覚
え
て
、
あ
と
で

「
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
気
付
く
こ
と
が
か
な
り
多
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
今
の
我
々
の
グ
ル
ー
プ
に
は
成
人
後
に
入
門
し
た
人

間
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
だ
け
で
な
く
皆
、
そ
の
よ
う

な
稽
古
を
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

三
浦　

狂
言
の
演
技
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
必
ず
能
と
比
較
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
日
本
舞
踊
も
視
野
に
入
れ
て
比
較
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
よ
り
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

石
田　

能
と
狂
言
の
基
本
は
謡
と
舞
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
完
璧
に
同
じ
で
す
。
表
現
す
る
も
の
や
そ
の
方
法
が
少
し
違

う
だ
け
で
、
ス
リ
足
や
構
エ
な
ど
の
基
礎
は
同
じ
で
す
。
能
と
大

き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
狂
言
の
ほ
う
が
よ
り
具

体
的
な
型
を
し
ま
す
。
例
え
ば
、
泣
く
と
き
に
、
能
も
狂
言
も
シ

オ
ル
と
い
う
型
を
し
ま
す
が
、
狂
言
の
場
合
は
、
よ
り
具
体
的
な

表
現
に
な
り
ま
す
。

　

日
舞
の
型
に
な
る
と
さ
ら
に
具
体
的
な
動
き
に
な
り
、
手
首
を

動
か
し
ま
す
。
我
々
は
よ
っ
ぽ
ど
で
な
い
限
り
、
手
首
を
動
か
す

こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
肘
か
ら
指
先
ま
で
が
一
本
の
直
線
に
な
っ
て

な
き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
れ
は
普
通
の
人
に
は
な
か
な
か
で
き
な
い

こ
と
の
よ
う
で
す
。
日
舞
と
の
違
い
と
申
し
ま
す
と
、
そ
ん
な
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

狂
言
で
謡
わ
れ
る
歌
謡
の
意
味

三
浦　

狂
言
で
謡
わ
れ
る
歌
謡
に
つ
い
て
は
、『
能
楽
大
事
典
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
の
「
謡
」
の
項
目
に
簡
潔
に
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
す
る
と
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音
楽
劇
と
し
て
の
能
で
は
詞
章
の
す
べ
て
が
謡
な
の
で
、
謡
に

は
音
楽
で
あ
る
と
同
時
に
演
劇
的
・
文
学
的
表
現
が
要
求
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
せ
り
ふ
劇
と
し
て
の
狂
言
で
は
、
謡
は
せ
り

ふ
と
は
別
に
抒
情
的
・
詠
嘆
的
に
謡
い
上
げ
ら
れ
る
要
素
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
能
の
謡
よ
り
も

端
的
に
音
楽
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
も
能
と
狂
言
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
特
徴
で
す

が
、
狂
言
の
な
か
で
歌
を
謡
う
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
演
劇
的
な

特
別
な
意
味
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
く
『
能
楽
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
狂
言
の
現
行
曲
二
六
三

曲
中
、
歌
謡
の
入
る
も
の
が
一
六
五
曲
あ
り
、
割
合
と
し
て

六
二
・
七
％
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
囃
子
の
入
る
も
の
が
八
五
曲

あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
歌
を
謡
い
ま
す
。
歌
が
な
く
囃
子
だ
け
が
入

る
も
の
は
〈
鍋
八
撥
〉
一
曲
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
全
体
の

三
分
の
二
に
相
当
す
る
一
六
六
曲
の
狂
言
に
歌
や
囃
子
な
ど
の
音

楽
が
入
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

狂
言
の
歌
謡
に
は
舞
を
伴
う
も
の
が
多
く
、
そ
う
い
う
意
味
で

狂
言
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
オ
ペ
ラ
に
近
い
も
の
、
と
言
え
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
あ
る
い
は
オ
ペ
ラ
と
し
て
の
狂
言
の
魅
力
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

石
田　

怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
オ
ペ
ラ
や

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
オ
ペ
ラ

で
は
瀕
死
の
人
が
堂
々
と
延
々
と
歌
っ
て
死
ん
で
い
く
、
そ
う
い

う
雰
囲
気
が
苦
手
な
ん
で
す
。

　

狂
言
は
人
間
愛
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
諍
い

が
あ
っ
て
も
和
解
し
て
仲
直
り
す
る
。
そ
の
と
き
に
言
葉
で
は
足

り
な
く
て
謡
に
な
る
、
動
き
で
は
な
く
て
舞
に
な
っ
て
い
く
。
狂

言
の
場
合
、
歌
を
通
じ
て
も
う
一
つ
大
き
な
世
界
に
昇
華
し
て
い

く
ん
で
す
。
だ
か
ら
歌
の
入
る
狂
言
が
あ
る
ん
で
す
。

　

逆
に
う
か
が
い
た
い
の
は
、
最
近
、
酒
盛
り
の
狂
言
が
結
構
多

く
出
ま
す
ね
。
そ
こ
で
は
舞
を
舞
っ
た
り
、
謡
を
謡
っ
た
り
、
お

酒
を
注
ぐ
と
き
に
は
酌
謡
を
謡
っ
た
り
し
ま
す
が
、
何
人
も
が
舞

い
謡
う
の
を
、
見
て
い
る
お
客
さ
ん
は
果
た
し
て
面
白
い
の
で

し
ょ
う
か
。
演
じ
て
い
る
ほ
う
は
、
や
や
不
安
も
感
じ
る
ん
で

す
。
お
前
ら
勝
手
に
喜
ん
で
騒
い
で
や
が
る
な
、
酒
飲
ん
で
や

が
っ
て
、
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

三
浦　

私
は
お
酒
が
一
滴
も
飲
め
な
い
の
で
、
飲
む
と
こ
う
い
う
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気
分
に
な
る
の
か
と
冷
静
に
観
察
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
、

す
ご
く
意
地
悪
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
役
者
さ
ん
が
日
頃
、
謡
や

舞
を
ど
れ
だ
け
修
練
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

石
田　

そ
う
で
す
ね
。
頼
む
か
ら
も
う
や
め
て
く
れ
っ
て
い
う
舞

も
あ
れ
ば
、
い
い
な
あ
っ
て
い
う
舞
も
あ
る
。
あ
る
意
味
じ
ゃ
怖

い
シ
ー
ン
で
す
ね
、
我
々
に
と
っ
て
は
。

三
浦　

狂
言
は
セ
リ
フ
劇
と
一
応
、
定
義
さ
れ
ま
す
が
、
歌
と
舞

の
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

狂
言
の
修
業
過
程
に
お
け
る
歌
舞
の
役
割

三
浦　

狂
言
の
な
か
の
歌
舞
の
特
徴
を
三
つ
に
纏
め
て
み
ま
し

た
。
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
［
118
頁
参
照
］。
一
点
目
が
「
狂
言
歌

謡
の
重
要
性
」。
つ
ま
り
修
業
課
程
に
歌
や
舞
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
二
点
目
が
「
狂
言
歌
謡
の
多
様
性
」。
い
ろ
い

ろ
な
芸
能
で
謡
わ
れ
て
い
る
歌
詞
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、

ど
う
い
う
謡
い
方
を
す
る
か
、
そ
の
技
法
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
こ

と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
第
三
点
が
「
狂
言
の
歌
謡
の
演
劇

性
」。
先
ほ
ど
オ
ペ
ラ
で
瀕
死
の
女
性
が
延
々
と
歌
っ
て
死
ん
で

い
く
、
と
き
と
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
す
る
場
面
を
見
る
こ
と
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
狂
言
と
い
う
演
劇
の
な
か
で
、

歌
や
舞
に
ど
う
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
て
い
る
の
か
。
あ
る

い
は
、
わ
ざ
と
虚
構
の
世
界
を
作
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
狂
言
の
歌
舞
が
修
業
課
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
。
稽
古
の
基
本
は
小
舞
と
小
舞
謡
で
あ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
が
、
先
生
が
お
稽
古
を
始
め
ら
れ
た
と
き
も
そ
う
で
し
た
か
。

石
田　

は
い
。
そ
れ
は
玄
人
も
素
人
も
同
じ
で
す
。

三
浦　

演
劇
を
し
よ
う
と
思
っ
て
、
狂
言
と
い
う
演
劇
を
習
い
に

行
っ
た
ら
、
歌
や
舞
の
お
稽
古
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
戸
惑
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

石
田　

い
や
、
別
に
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

三
浦　

狂
言
で
は
節
目
節
目
に
披
く
（
初
演
す
る
）
歌
舞
の
曲
目

や
役
柄
が
あ
り
ま
す
ね
。
幼
い
頃
か
ら
お
稽
古
し
て
い
る
方
の
場

合
、
初
舞
台
は
〈
靱
猿
〉
の
子
猿
で
し
ょ
う
か
。

石
田　
〈
靱
猿
〉
は
猿
曳
の
歌
謡
に
合
わ
せ
て
大
名
が
子
猿
と
一

緒
に
舞
を
舞
う
も
の
で
す
。
息
子
の
淡
朗
は
三
歳
の
初
舞
台
で
子

猿
を
し
、
野
村
萬
斎
さ
ん
が
大
名
を
な
さ
り
、
私
が
猿
曳
を
や
り

ま
し
た
。
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三
浦　

石
田
先
生
は
一
九
七
九
年
に
〈
翁
〉
に
登
場
す
る
「
三
番

叟
」
と
い
う
、
非
常
に
高
い
舞
踊
性
を
持
つ
役
柄
を
披
か
れ
ま
し

た
。
三
番
叟
は
「
揉
ノ
段
」「
鈴
ノ
段
」
と
い
う
二
つ
の
舞
を
舞

う
も
の
で
す
。
こ
れ
を
披
い
た
後
、
九
〇
年
に
、
小
歌
と
い
う
中

世
歌
謡
な
ど
を
沢
山
謡
う
大
曲
〈
花
子
〉
を
披
か
れ
ま
す
。
セ
リ

フ
劇
と
定
義
さ
れ
る
狂
言
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
修
業
過
程
の

な
か
に
歌
と
舞
が
う
ま
く
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
〈
花
子
〉
の
後
は
、
三
老
曲
の
〈
庵
の
梅
〉〈
比
丘
貞
〉〈
枕
物

狂
〉
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

狂
言
師
の
過
程
と
し
て
は
そ
う
で
す
ね
。

三
浦　

三
老
曲
も
歌
謡
を
重
要
な
要
素
と
し
て
い
ま
す
ね
。

石
田　
〈
翁
〉
は
い
わ
ゆ
る
神
事
で
す
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が

あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
の
能
と
違
っ
て
小
鼓
方
が
三

人
出
ま
し
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
〈
翁
〉
の
な
か
で
三
番
叟
が
舞
う
「
揉
ノ
段
」「
鈴
ノ
段
」
は
、

合
わ
せ
て
三
〇
分
ぐ
ら
い
か
か
る
技
術
的
な
も
の
で
、
歌
舞
の
集

大
成
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
番
叟
を
勤
め
た
ら
、
一

応
、
謡
と
舞
は
ま
あ
ま
あ
だ
ろ
う
と
、
プ
ロ
と
し
て
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
揉
ノ
段
」
で
三
番
叟
は
面
を
つ
け
ず
、
小
鼓
方
三
人
と
他
の

囃
子
方
と
と
も
に
掛
ケ
声
を
掛
け
、
呼
吸
を
合
わ
せ
な
が
ら
舞
っ

て
い
き
ま
す
。
田
畑
を
耕
す
よ
う
な
型
を
繰
り
返
し
演
じ
て
、
最

後
の
ほ
う
に
三
回
大
き
く
飛
ぶ
「
カ
ラ
ス
飛
び
」
と
い
う
、
そ
れ

ま
で
と
は
違
う
型
を
演
じ
ま
す
。
続
く
「
鈴
ノ
段
」
で
は
、
黒
色

尉
と
い
う
面
を
つ
け
神
様
の
姿
と
な
っ
て
舞
を
舞
い
ま
す
。

三
浦　

三
番
叟
は
〈
翁
〉
と
い
う
神
事
の
演
目
の
な
か
の
一
つ
の

役
柄
で
あ
り
、
歌
舞
の
集
大
成
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。

石
田　

そ
う
で
す
。
そ
し
て
〈
釣
狐
〉
は
セ
リ
フ
を
は
じ
め
と
す

る
す
べ
て
の
集
大
成
で
す
。
で
す
か
ら
〈
釣
狐
〉
を
大
学
の
卒
業

論
文
に
例
え
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
こ
れ
を
披
く
と
プ
ロ
の
狂
言

師
と
し
て
本
当
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
浦　

石
田
先
生
は
何
歳
で
〈
釣
狐
〉
を
披
か
れ
た
の
で
す
か
。

石
田　

三
七
、
八
歳
の
頃
で
す
。

三
浦　

狂
言
の
修
業
課
程
の
な
か
に
歌
と
舞
を
習
得
す
る
シ
ス
テ

ム
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
役
者
さ
ん
自
身
が
成
長
し
て
い

き
ま
す
し
、
あ
の
役
者
さ
ん
が
あ
れ
を
披
い
た
、
卒
業
論
文
を
書

い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
能
楽
界
で
認
知
さ
れ
ま
す
ね
。

石
田　

そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
修
業
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
役
者
の
深
み
が
ど
ん
ど
ん
増
し
て
い
く
ん
で
す
。
少
し
語
弊

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
狂
言
を
や
っ
て
い

れ
ば
、
難
し
い
技
術
を
習
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
が
役
者
と
し
て

成
長
し
て
い
く
。
野
村
裕
基
君
も
萬
斎
さ
ん
も
、
高
校
生
ぐ
ら
い

に
「
三
番
叟
」
を
披
い
て
、
そ
こ
で
、
お
前
は
一
人
前
だ
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
曲
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
マ

ス
タ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
が
よ
り
深
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う

い
う
方
も
い
れ
ば
、
普
段
は
普
通
の
狂
言
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の

状
況
の
な
か
で
、「
三
番
叟
」
だ
っ
た
り
「
奈
須
与
市
語
」
だ
っ

た
り
を
、
一
つ
の
自
分
の
節
目
と
し
て
披
く
者
も
い
る
。
両
方
あ

る
と
思
う
ん
で
す
ね
、
今
は
。

三
浦　

い
ろ
い
ろ
な
シ
ス
テ
ム
を
前
向
き
に
捉
え
て
精
進
な
さ
っ

て
い
る
先
生
ら
し
い
お
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

狂
言
歌
謡
の
多
様
性

三
浦　

今
回
改
め
て
狂
言
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。
メ

ロ
デ
ィ
一
つ
を
例
に
取
っ
て
も
、
古
い
メ
ロ
デ
ィ
も
あ
れ
ば
新
し

い
メ
ロ
デ
ィ
も
あ
る
。
能
の
メ
ロ
デ
ィ
も
あ
れ
ば
祭
礼
の
メ
ロ

デ
ィ
も
借
り
て
き
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
性
が
狂
言
歌
謡

の
魅
力
の
一
つ
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

狂
言
歌
謡
の
代
表
曲
が
小
舞
謡
の
「
七
つ
子
」
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
近
世
初
期
に
歌
舞
伎
舞
踊
の
歌
と
し
て
成
立
し
た
も

の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
数
曲
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
メ
ド
レ
ー
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
メ
ド
レ
ー
で
謡
う
も
の
は
近
世

に
特
徴
的
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
七
つ
子
」
を
代
表
曲
と
思
っ
た
理
由
は
、
多
く
の
狂
言
で
謡

わ
れ
る
か
ら
で
す
。〈
棒
縛
〉〈
庵
の
梅
〉〈
簸
屑
〉〈
二
人
袴
〉〈
不

見
不
聞
〉〈
樋
の
酒
〉
で
謡
わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
大
体
、

酒
宴
の
場
で
謡
い
舞
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

そ
う
で
す
ね
。「
七
つ
子
」
に
は
、
能
に
も
あ
る
「
左
右
」

と
い
う
型
が
出
て
き
ま
す
。

　
　

♪
「
左
右
」
の
型
の
実
演

普
通
の
歩
き
方
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
ス
リ
足
で
あ
る
こ

と
と
、
日
本
舞
踊
の
よ
う
に
手
首
を
曲
げ
る
こ
と
を
し
な
い
の
が

特
徴
で
し
ょ
う
か
。

　

左
右
と
い
う
型
は
、
左
斜は

す

に
行
き
ま
し
て
、
右
斜
に
行
き
ま
し

て
、
元
へ
戻
る
。
こ
う
い
う
三
角
形
を
描
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に

向
く
方
向
と
反
対
の
足
か
ら
出
る
。
普
通
、
左
に
行
き
た
い
と
き
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に
は
左
足
を
出
し
ま
す
け
れ
ど
、
左
右
の
型
で
は
、
ま
ず
は
右
足

を
左
に
ね
じ
っ
て
、
両
足
が
左
へ
向
い
て
か
ら
行
く
。
こ
れ
が
原

則
で
す
。
舞
の
基
本
は
こ
の
よ
う
に
と
て
も
簡
単
で
す
。
こ
う
い

う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
が
、
稽
古
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に

何
ら
か
の
意
味
が
出
て
き
ま
す
。

　
〈
棒
縛
〉
の
狂
言
で
は
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
が
盗
み
酒
を
し

ま
す
。
さ
っ
き
酒
宴
の
場
面
の
舞
を
見
て
何
が
面
白
い
の
か
と
尋

ね
ま
し
た
が
、「
七
つ
子
」
も
酒
宴
で
舞
わ
れ
る
舞
で
、
こ
こ
で

は
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
次
郎
冠
者
が
不
自
由
な
姿
の
ま
ま
で
舞
を

舞
い
ま
す
。
で
す
か
ら
元
の
舞
を
知
っ
て
い
る
と
、
よ
り
楽
し
め

る
わ
け
で
す
ね
。

　
　

♪
「
七
つ
子
」
の
舞
の
実
演　

三
浦　
「
七
つ
子
」
を
舞
う
次
郎
冠
者
が
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
て
い

て
体
が
曲
線
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
太
郎
冠
者
は
棒
に
縛
ら
れ

て
い
る
の
で
体
が
直
線
に
な
っ
て
い
る
。
曲
線
と
直
線
で
舞
を
見

せ
る
。
そ
こ
が
一
つ
の
趣
向
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

石
田　

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
趣
向
と
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

　
　

♪
〈
棒
縛
〉
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
て
い
る
次
郎
冠
者
の
実
演

　
　

♪
〈
棒
縛
〉
棒
に
縛
ら
れ
て
い
る
太
郎
冠
者
の
実
演

三
浦　
「
吉
野
初
瀬
の
花
よ
り
も
」
の
「
花
」
の
「
は
」
が
、
と

て
も
明
る
く
綺
麗
に
謡
わ
れ
ま
す
。
こ
の
音
の
高
さ
を
ク
リ
音
と

言
い
ま
す
。
能
の
ク
リ
音
は
狂
言
よ
り
半
音
低
く
謡
う
の
で
、
少

し
暗
い
感
じ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
狂
言
に
ク

リ
音
が
出
て
く
る
と
、
能
と
同
じ
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
な
が

ら
、
じ
つ
は
狂
言
の
ほ
う
が
古
い
ク
リ
音
を
謡
っ
て
い
て
、
と
て

も
明
る
く
太
い
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
が
丁
度
、
こ
の
曲
の

カ
ラ
ッ
と
し
た
雰
囲
気
に
合
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

石
田　

こ
の
場
面
は
あ
く
ま
で
も
明
る
い
も
の
で
す
か
ら
ね
。

　

酒
宴
の
場
で
は
太
郎
冠
者
や
立
衆
や
坊
主
が
舞
う
の
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
小
舞
と
し
て
こ
れ
を
舞
う
と
き
も
あ
り
、
我
々
の
気

持
ち
で
申
し
ま
す
と
、
そ
の
と
き
に
は
だ
い
ぶ
気
分
が
違
い
ま
す
。

　

能
に
は
仕
舞
と
い
う
略
式
の
上
演
の
形
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
よ

ほ
ど
特
殊
な
も
の
以
外
は
、
必
ず
そ
の
登
場
人
物
と
し
て
舞
い
ま

す
。
狂
言
の
小
舞
の
場
合
は
独
立
し
て
舞
い
ま
す
の
で
、
誰
か
の

役
を
演
じ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
役
者
個
人
と
し
て
舞
う
わ
け

で
す
ね
。
紋
付
袴
姿
で
舞
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と
と
関
係
し

て
く
る
と
思
い
ま
す
。

三
浦　
〈
棒
縛
〉
の
な
か
の
「
七
つ
子
」
は
、
太
郎
冠
者
が
地
謡
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を
謡
い
、
次
郎
冠
者
が
舞
い
ま
す
が
、
今
日
は
、
石
田
先
生
に
謡

い
な
が
ら
舞
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
「
七
つ
子
」
は
、
近
世
歌
謡
か
ら
狂
言
に
入
っ
て
き
た
も
の
で

す
し
、
日
本
舞
踊
で
も
、
こ
の
「
七
つ
子
」
を
お
稽
古
曲
と
し
て

舞
っ
て
い
る
流
儀
が
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

石
田　

少
々
脱
線
し
ま
す
が
、
小
舞
謡
の
稽
古
は
〈
柳
の
下
〉
か

ら
始
め
ま
す
。
そ
の
次
に
〈
花
の
袖
〉
と
い
う
、
こ
れ
も
酒
宴
で

よ
く
舞
う
短
い
舞
で
す
。〈
柳
の
下
〉
と
〈
花
の
袖
〉
に
続
い
て

何
曲
か
稽
古
し
て
〈
七
つ
子
〉
に
な
る
ん
で
す
。
私
に
習
っ
て
い

る
お
素
人
の
方
が
飲
み
屋
さ
ん
で
「
今
、
何
習
っ
て
る
の
？
」
と

聞
か
れ
て
、〈
袖
の
下
〉
っ
て
答
え
た
ん
で
す
ね
。〈
柳
の
下
〉
と

〈
花
の
袖
〉
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
で
、
思
わ

ず
「
俺
は
も
ら
っ
て
ね
え
」
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。

　

本
題
に
戻
る
と
、
我
々
の
な
か
で
は
「
セ
リ
フ
は
歌
え
、
謡
は

語
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
今
の
〈
柳
の
下
〉
で
す

が
、
出
だ
し
の
歌
詞
は
「
柳
の
下
」
で
す
。
こ
れ
を
少
し
ゆ
っ
く

り
言
う
と
「
や
ー
な
ー
ぎ
ー
の
ー
し
ー
た
ー
」
と
な
り
、
こ
れ
を

も
う
少
し
伸
ば
す
と
「
や
～
～
～
な
～
～
～
ぎ
～
～
～
の
～
～

～
」
と
な
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
も
う
謡
な
ん
で
す
。
謡
の
基
礎

は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
生
ま
れ

る
、
と
い
う
ふ
う
に
覚
え
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

他
芸
能
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
狂
言
歌
謡
の
例

三
浦　

狂
言
が
他
芸
能
か
ら
摂
取
し
た
歌
謡
の
な
か
で
一
番
多

い
の
が
、
能
の
謡
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
玉
ノ
段
」
は
能

〈
海
人
〉
の
一
場
面
で
す
が
、
こ
の
「
玉
ノ
段
」
を
狂
言
〈
寝
音

曲
〉
な
ど
で
謡
い
ま
す
。
こ
こ
が
狂
言
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
だ

と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
演
能
会
に
〈
寝
音
曲
〉
と

〈
海
人
〉
が
演
じ
ら
れ
る
場
合
は
、
狂
言
の
ほ
う
が
能
に
遠
慮
し

て
「
玉
ノ
段
」
で
は
な
い
別
の
謡
を
謡
う
と
聞
き
ま
し
た
。
同
じ

よ
う
な
も
の
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
で
す
ね
。

石
田　

選
曲
も
そ
う
で
す
ね
。
能
の
シ
テ
が
女
性
で
あ
れ
ば
男
性

が
出
て
く
る
狂
言
を
選
ぶ
と
か
、
全
部
に
お
坊
さ
ん
が
登
場
す
る

と
い
う
よ
う
な
選
曲
は
避
け
る
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
ま
す
。

三
浦　

お
能
の
会
の
主
催
者
が
狂
言
の
方
に
出
演
を
ご
依
頼
す
る

場
合
、「
お
能
は
こ
う
い
う
曲
を
舞
い
ま
す
」
と
言
う
と
…
。

石
田　

そ
れ
を
聞
い
て
こ
ち
ら
が
決
め
ま
す
。
で
も
、
最
近
は
あ

え
て
両
方
並
べ
る
と
い
う
試
み
も
あ
り
ま
す
。〈
頼
政
〉
の
パ
ロ
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デ
ィ
の
狂
言
〈
通
円
〉
を
、
わ
ざ
と
並
べ
た
り
し
ま
す
。

三
浦　

そ
れ
も
面
白
い
で
す
ね
。
で
も
能
に
対
し
て
一
歩
引
く
の

が
狂
言
の
美
し
い
と
こ
ろ
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

　

能
以
外
の
芸
能
か
ら
摂
取
し
た
歌
謡
の
例
に
囃
子
物
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
囃
子
物
は
祭
礼
の
風
流
の
歌
謡
な
ど
を
真
似
し
た
も
の

と
言
わ
れ
て
い
て
、〈
末
広
か
り
〉
や
〈
蝸
牛
〉
な
ど
、
沢
山
の

狂
言
に
出
て
き
ま
す
。
狂
言
は
能
の
謡
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、〈
蝸
牛
〉
で
謡
わ
れ
る
「
あ
ー
め
も
か
ー

ぜ
も
」
に
聞
か
れ
る
リ
ズ
ム
は
「
狂
言
ノ
リ
」
と
い
う
も
の
で
、

狂
言
独
特
の
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

狂
言
は
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
芸
能
か
ら
歌
謡
を
摂
取
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
狂
言
独
自
の
歌
謡
に
何
が
あ
る
の

か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
五
一
八
年
に
成
立
し
た

『
閑
吟
集
』
は
、
当
時
、
流
行
っ
た
中
世
歌
謡
の
名
作
を
収
め
た

も
の
で
、
そ
の
な
か
に
「
狂
」
と
注
記
さ
れ
た
歌
謡
が
二
曲
あ
り

ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
狂
言
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
と
考
え
て
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
狂
」
と
注
記
が
あ
る
も
の
は
、
狂
言
の
〈
鳴
子
〉
で
謡
わ
れ

る
「
引
く
引
く
引
く
と
て
鳴
子
は
引
か
で
あ
の
人
の
殿
引
く
…
」

と
い
う
歌
謡
と
、〈
枕
物
狂
〉
の
「
逢
ふ
夜
は
君
の
手
枕　

来
ぬ

夜
は
己
が
袖
枕
…
」
が
あ
り
ま
す
（『
閑
吟
集
』
で
は
「
人
の
手

枕
」）。『
閑
吟
集
』
に
収
め
ら
れ
た
狂
言
歌
謡
が
今
で
も
狂
言
の

な
か
で
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。〈
鳴
子
〉
は
和
泉
流
だ
け
に
あ

る
狂
言
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
和
泉
流
で
ご
自
慢
の
曲

と
言
え
る
か
と
思
い
ま
し
た
。

狂
言
歌
謡
に
見
る
技
法
の
さ
ま
ざ
ま

三
浦　

狂
言
歌
謡
の
技
法
は
大
体
能
の
謡
に
準
じ
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
。
能
の
謡
と
共
通
す
る
技
法
は
、
ツ
ヨ
吟
・
ヨ
ワ
吟
と
い

う
息
扱
い
、
拍
が
な
く
自
由
に
謡
う
拍
子
不
合
と
、
拍
の
あ
る
拍

子
合
と
い
う
リ
ズ
ム
。
上
音
・
中
音
・
下
音
と
い
う
旋
律
の
核
に

な
る
音
高
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

狂
言
に
独
特
の
技
法
と
し
て
は
、
セ
リ
フ
で
あ
る
コ
ト
バ
と
メ

ロ
デ
ィ
で
あ
る
フ
シ
と
、
そ
の
中
間
的
な
存
在
と
な
る
「
イ
ロ

詞
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
リ
ズ
ム
法
と
し
て
は
、
先
ほ
ど

の
〈
蝸
牛
〉
の
囃
子
物
な
ど
に
出
て
く
る
狂
言
ノ
リ
が
あ
り
ま

す
。
メ
ロ
デ
ィ
と
し
て
は
「
七
つ
子
」
で
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

狂
言
に
は
能
よ
り
も
半
音
高
い
ク
リ
音
が
残
っ
て
い
ま
す
。
能
の
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ク
リ
音
も
昔
は
高
く
謡
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
段
々
低
く

な
っ
て
き
た
の
で
す
ね
。

　

小
歌
も
狂
言
独
特
の
も
の
で
す
。
小
歌
と
い
う
言
葉
に
は
二
つ

意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
中
世
に
流
行
し
た
通
俗
的
な
歌
詞

を
持
つ
短
い
歌
謡
と
い
う
意
味
。『
閑
吟
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌

謡
が
そ
れ
で
す
。
も
う
一
つ
が
、
ユ
リ
と
い
う
ビ
ブ
ラ
ー
ト
を
多

用
す
る
ヨ
ワ
吟
の
歌
謡
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
が
狂
言
に
独
特
の

も
の
で
す
。
こ
の
意
味
で
の
小
歌
は
、
狂
言
歌
謡
の
醍
醐
味
と
も

言
え
ま
す
ね
。
謡
っ
て
い
て
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

気
分
は
い
い
で
す
よ
ね
。
小
歌
の
こ
と
を
狂
言
小
謡
と
も

言
い
ま
す
。

三
浦　

ユ
リ
を
謡
う
の
は
と
て
も
難
し
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

石
田　

わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、

　

♪ 

「
ユ
リ
」
の
実
演
（
ゆ
っ
く
り
ユ
リ
始
め
、
次
第
に
細
か

く
、
音
も
ゆ
る
や
か
な
山
形
を
描
く
よ
う
に
上
下
す
る
。）

フ
シ
の
基
本
と
し
て
は
こ
う
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
、

　

♪ 

「
ユ
リ
」
の
実
演
（
今
度
は
、
強
弱
や
緩
急
も
交
え
て
、

豊
か
に
。）

三
浦　

小
歌
は
ど
の
よ
う
に
お
稽
古
を
な
さ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

師
匠
の
真
似
を
す
る
だ
け
で
す
。
で
も
本
当
は
真
似
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
よ
く
っ
て
二
割
く
ら
い
で
す
、
残
念
な
が
ら
。
そ

の
と
き
の
師
匠
の
年
齢
に
も
よ
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
の
表
現
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
教
え
る
ほ
う
も
大
変
だ
と
思
い
ま
す
ね
、
変
な
言

い
方
で
す
け
れ
ど
。
教
え
る
ほ
う
が
持
っ
て
い
る
技
術
な
ど
す
べ

て
を
使
っ
て
教
え
た
ら
、
教
わ
る
ほ
う
は
と
て
も
真
似
で
き
な
い

わ
け
で
す
ね
、
我
々
は
未
熟
で
す
か
ら
。
あ
る
程
度
か
み
砕
い

て
、
少
し
下
手
に
謡
っ
て
頂
く
形
で
骨
の
部
分
だ
け
を
教
え
て
頂

き
、
教
わ
る
ほ
う
が
年
を
重
ね
て
肉
付
け
し
て
自
分
で
作
っ
て
い

く
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。

歌
と
し
て
謡
わ
れ
る
狂
言
歌
謡

三
浦　

狂
言
は
セ
リ
フ
劇
で
す
。
そ
の
な
か
で
歌
が
謡
わ
れ
る
意

味
に
は
何
が
あ
る
の
か
を
私
な
り
に
考
え
て
、
三
つ
に
分
類
し
て

み
ま
し
た
［
119
頁
参
照
］。

　

第
一
が
「
歌
と
し
て
謡
わ
れ
る
も
の
」。
こ
れ
は
説
明
す
る
必

要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
が
「
セ
リ
フ
と
し
て
謡
わ
れ
る
も

の
」。
こ
れ
は
、
あ
る
情
感
を
込
め
る
た
め
、
歌
と
し
て
セ
リ
フ

が
謡
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
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後
に
和
解
す
る
場
面
な
ど
は
、
セ
リ
フ
と
し
て
言
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
そ
れ
が
歌
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
第

三
が
「
歌
か
セ
リ
フ
か
が
曖
昧
な
形
で
謡
わ
れ
る
も
の
」。
台
本

を
読
む
限
り
で
は
、
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
よ
う
な
曖
昧
な
感
じ
の

も
の
で
す
。
少
々
理
屈
に
走
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
は
、
セ
リ
フ
と
謡
と
が
高
度
な
次
元
で
融
合
す
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
歌
と
し
て
謡
わ
れ
る
も
の
」
の
代
表
は
「
小
謡
」
で
す
。『
能

楽
大
事
典
』
に

ご
く
短
い
謡
で
、
酒
宴
の
場
で
酌
を
し
な
が
ら
謡
わ
れ
る
と
き

に
は
「
酌
謡
」
と
い
わ
れ
る
。（
略
）
ど
の
狂
言
に
は
ど
の
小

謡
と
い
ち
お
う
決
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
原
則
的
に
は

季
節
や
情
景
を
考
慮
し
て
な
に
を
謡
っ
て
も
よ
い
の
で
多
分
に

流
動
的
で
あ
る
。（
略
）
た
だ
し
能
謡
か
ら
と
っ
た
も
の
の
場

合
は
当
日
の
番
組
に
そ
の
能
が
出
て
い
る
と
き
は
避
け
る
の
が

心
得
。

と
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
、

「
心
得
」
と
い
う
の
が
控
え
め
で
狂
言
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

一
二
月
の
狂
言
鑑
賞
会
で
野
村
万
作
先
生
が
〈
法
師
ヶ
母
〉
を

演
じ
て
下
さ
い
ま
す
。
シ
テ
の
男
性
が
謡
を
謡
い
な
が
ら
登
場
す

る
の
で
す
が
、
酔
っ
た
気
分
を
歌
で
演
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

能
〈
小
塩
〉
の
一
部
「
都
な
れ
や
東
山
。
こ
れ
も
ま
た
東
の
。
は

て
し
な
の
人
の
心
や
」
を
謡
う
と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
謡

は
〈
貰
聟
〉〈
茶
壺
〉
な
ど
で
も
謡
わ
れ
る
そ
う
で
す
ね
。
す
べ

て
酔
っ
て
登
場
す
る
場
合
で
す
ね
。

石
田　

そ
う
で
す
。
酔
っ
払
っ
て
幕
か
ら
出
て
く
る
と
き
の
も
の

で
す
。
普
通
の
狂
言
だ
と
黙
っ
て
出
て
き
て
、
本
舞
台
に
立
っ
て

［
名
ノ
リ
］
を
言
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
け
れ
ど
、〈
法
師
ヶ

母
〉
な
ど
は
、
幕
が
開
く
少
し
前
か
ら
謡
を
謡
い
ま
す
。

　
　

♪
「
小
謡
」
の
実
演

　

酌
謡
に
は
「
酒
は
元
薬
な
り
。
世
は
ま
た
人
の
情
け
な
り
。
浮

世
を
忘
る
る
も
偏
に
酒
の
徳
と
か
や
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
い
い

言
葉
で
す
ね
、
三
浦
先
生
に
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
。

　
　

♪
「
酌
謡
」
の
実
演

こ
の
酌
謡
は
少
し
長
め
の
も
の
で
す
の
で
、
何
人
か
に
お
酌
を
す

る
と
き
に
謡
い
ま
す
。

三
浦　

一
〇
〇
年
前
の
一
九
一
六
年
に
出
版
さ
れ
た
台
本
集
『
和

泉
流
狂
言
大
成
』（
山
脇
和
泉
、
わ
ん
や
江
島
伊
兵
衛
刊
）
を
見
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る
と
、「
シ
テ
内
よ
り
酒
に
酔
て
謡
う
た
う
て
出
る 

但
し
又
花
の

春
か
、
運
び
重
ね
雪
山
か 

謡
吉
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
又
花

の
春
」
は
能
〈
熊
野
〉
の
ク
セ
の
部
分
で
す
。「
運
び
重
ね
雪
山
」

は
小
舞
謡
「
雪
山
」
で
、
世
阿
弥
の
頃
の
謡
物
に
「
雪
山
」
が
あ

り
、
そ
の
頃
か
ら
謡
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ど
ち
ら
か
を
謡
う
の
が
よ
い
、
と
一
〇
〇
年
前
の
台
本
に
は

書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　

で
す
が
、
石
田
先
生
に
「
都
な
れ
や
東
山
」
を
謡
う
と
教
え
て

頂
い
て
、
狂
言
は
今
も
生
き
て
い
る
演
劇
で
す
か
ら
、
演
出
に
幅

が
あ
り
、
今
は
「
都
な
れ
や
東
山
」
に
落
ち
着
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。

石
田　

酔
っ
払
っ
て
ま
す
か
ら
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
謡
う
か
と
い

う
基
本
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
急
に
詰
め
た
り
、
わ
ー
っ
と
声

を
大
き
く
出
す
と
か
、
そ
こ
に
は
選
択
の
自
由
が
あ
り
ま
す
。

三
浦　

酔
っ
払
っ
て
何
か
楽
し
い
気
分
、
と
い
う
も
の
が
謡
で
出

せ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
台
本
に
書
い
て
あ
る
こ

と
が
現
在
、
ど
う
謡
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
役
者
さ
ん

に
尋
ね
た
り
、
実
際
の
舞
台
を
見
て
確
認
し
な
い
と
い
け
な
い
も

の
な
の
で
す
ね
。

　

大
蔵
流
で
は
〈
法
師
ヶ
母
〉〈
茶
壺
〉
で
「
ざ
ざ
ん
ざ
」
と
い

う
小
謡
を
謡
う
よ
う
で
す
。
小
謡
に
関
し
て
は
季
節
や
情
景
を
考

慮
し
、
そ
れ
に
合
う
よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
も
の

を
謡
っ
て
も
よ
い
と
聞
き
ま
し
た
。

石
田　

我
々
の
ほ
う
も
「
ざ
ざ
ん
ざ
」
を
謡
う
こ
と
が
一
番
多
い

で
す
ね
。
酌
謡
と
し
て
お
酌
す
る
と
き
に
も
よ
く
謡
い
ま
す
し
、

〈
法
師
ヶ
母
〉
の
よ
う
に
、
酔
っ
た
勢
い
で
奥
さ
ん
を
追
い
出
し

ち
ゃ
っ
て
、
い
い
気
に
な
っ
て
も
う
一
杯
飲
み
に
行
こ
う
っ
て
ん

で
、
外
へ
出
る
と
き
に
も
謡
い
ま
す
。

三
浦　

大
蔵
流
の
場
合
、「
ざ
ざ
ん
ざ
」
を
謡
う
と
「
そ
ろ
そ
ろ

酒
宴
が
終
わ
る
」
と
い
う
合
図
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
和
泉
流
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
？

石
田　

特
に
な
い
で
す
ね
。

三
浦　

酒
宴
の
場
で
謡
わ
れ
る
酌
謡
で
す
が
、
沢
山
の
人
に
お
酌

を
す
る
と
き
に
は
長
め
の
酌
謡
を
謡
う
と
、
先
ほ
ど
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
ね
。
酌
謡
は
大
体
何
曲
ぐ
ら
い
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

よ
く
謡
う
の
は
五
、
六
曲
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
。

三
浦　

お
酌
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
数
に
よ
っ
て
、
今
日
は

こ
れ
を
謡
お
う
、
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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石
田　

大
体
決
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
舞
を
一
つ
舞
う
と
お
酒
を
飲

む
か
ら
、
ま
た
酌
謡
を
謡
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
延
々
と
続
く
わ

け
で
す
。

三
浦　

私
は
飲
め
な
い
の
で
、
説
明
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
わ
か

り
ま
し
た
。
舞
を
舞
っ
て
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
、
お
酒
が
な
く
な
る

か
ら
、
ま
た
お
酌
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
で
す
ね
。

石
田　

酌
謡
を
謡
っ
て
、
舞
を
舞
っ
て
、
今
度
は
お
前
舞
え
っ
て

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
浦　

替
え
メ
ロ
デ
ィ
を
謡
う
狂
言
が
あ
り
ま
す
ね
。
代
表
的
な

曲
は
〈
昆
布
売
〉
で
し
ょ
う
か
。「
昆
布
召
せ
昆
布
召
せ
お
昆
布

召
せ
。
若
狭
の
浦
の
召
し
の
昆
布
」
と
い
う
歌
詞
を
、
謡
節
・
浄

瑠
璃
節
・
踊
り
節
と
メ
ロ
デ
ィ
を
替
え
て
謡
う
。
こ
れ
は
替
え
メ

ロ
を
楽
し
む
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
念
仏
や
呪
文
を
謡
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
念
仏
や
呪

文
を
唱
え
る
こ
と
で
、
背
景
と
な
る
信
仰
や
呪
力
を
狂
言
の
な
か

に
持
ち
込
む
。
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
歌
謡
に
よ
っ
て
作
り
出
す
も

の
か
と
思
い
ま
す
。

セ
リ
フ
と
し
て
謡
わ
れ
る
狂
言
歌
謡

三
浦　

資
料
に
あ
る
「
セ
リ
フ
と
し
て
謡
わ
れ
る
も
の
」
と
は
、

感
情
の
高
ぶ
り
な
ど
を
歌
で
表
現
し
抒
情
性
を
高
め
る
も
の
で

す
。
そ
の
場
合
、
他
芸
能
の
歌
謡
を
模
倣
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
一
番
特
徴
的
な
の
は
舞
狂
言
で
す
。
舞
狂
言
と
は
、
夢
幻
能

の
様
式
を
借
り
て
、
ほ
と
ん
ど
謡
と
舞
で
狂
言
を
組
み
立
て
て
い

る
も
の
で
す
。

　

セ
リ
フ
劇
で
あ
る
狂
言
の
な
か
に
歌
や
舞
を
織
り
込
む
と
き
に
、

そ
の
モ
デ
ル
や
背
景
と
な
る
芸
能
に
対
す
る
憧
憬
や
尊
敬
の
念
が

表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

逆
に
、
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
歌
謡
を
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
用
い
て

諧
謔
性
を
演
出
す
る
と
き
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
二
月
の
狂
言
鑑
賞
会
で
は
〈
朝
比
奈
〉
と
い
う
狂
言
を
野
村

萬
斎
さ
ん
が
演
じ
て
下
さ
い
ま
す
。
閻
魔
王
が
［
次
第
］
と
い
う

能
の
謡
の
形
式
を
利
用
し
て
「
地
獄
の
主
閻
魔
王
。
地
獄
の
主
閻

魔
王
。
邏ろ

斎さ
い

に
い
ざ
や
出
う
よ
」
と
謡
い
ま
す
。［
次
第
］
で
は

一
句
目
と
二
句
目
が
同
じ
詞
章
で
、
こ
れ
も
能
の
［
次
第
］
を
真

似
て
い
ま
す
。
邏
斎
と
は
托
鉢
の
こ
と
で
、
地
獄
が
飢
饉
に
陥
っ
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た
た
め
閻
魔
王
ま
で
が
托
鉢
す
る
、
六
道
の
辻
に
罪
人
を
求
め
て

き
た
か
と
思
う
と
、
す
ご
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
す
。

石
田　

我
々
に
は
托
鉢
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
飢

饉
で
、「
禅
宗
じ
ゃ
と
い
う
て
は
極
楽
へ
ゾ
ロ
リ
、
浄
土
宗
じ
ゃ

と
い
う
て
は
極
楽
へ
ゾ
ロ
リ
、
ゾ
ロ
リ
ゾ
ロ
リ
と
ぞ
ろ
め
く
に

よ
っ
て
地
獄
の
飢
饉
も
っ
て
の
他
じ
ゃ
」
と
言
う
と
、
六
道
の
辻

に
出
て
、
罪
人
が
来
た
ら
地
獄
へ
責
め
落
と
し
て
、
無
理
や
り
に

食
っ
ち
ゃ
お
う
、
と
す
る
。　

三
浦　

そ
う
い
う
意
味
で
は
地
獄
の
主
の
恐
ろ
し
さ
も
ち
ゃ
ん
と

描
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

石
田　

大
概
、
罪
人
に
負
け
ま
す
け
ど
ね
、
朝
比
奈
の
ほ
う
が
強

い
で
す
し
。〈
博
奕
十
王
〉
と
い
う
狂
言
で
は
博
奕
打
が
閻
魔
王

と
サ
イ
コ
ロ
博
奕
し
て
、
閻
魔
が
す
っ
て
ん
て
ん
に
な
り
ま
す
。

三
浦　

サ
イ
コ
ロ
に
は
何
か
仕
掛
け
が
あ
る
の
で
す
か
。

石
田　

え
え
。
企
業
秘
密
で
す
。（
会
場
爆
笑
）

三
浦　

あ
る
い
は
、
地
蔵
菩
薩
は
じ
つ
は
閻
魔
王
と
同
体
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
宗
教
者
と
し
て
の
閻
魔

王
と
い
う
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
演
じ
ら
れ
る
方
か
ら

す
る
と
、
閻
魔
王
に
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。

石
田　

ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。
地
蔵
菩
薩
と
閻
魔
が
同
体
と
い

う
考
え
が
あ
る
の
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
い
る

ほ
う
と
し
て
は
、
閻
魔
は
あ
く
ま
で
も
地
獄
で
す
ね
。
例
外
と
し

て
〈
八
尾
〉
で
は
、
お
地
蔵
さ
ま
と
閻
魔
王
が
男
色
関
係
で
仲
よ

か
っ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
浦　

地
獄
に
堕
ち
た
男
が
、
極
楽
へ
送
り
届
け
て
ほ
し
い
と
い

う
八
尾
地
蔵
の
手
紙
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
閻
魔
王
が

八
尾
の
地
蔵
の
お
願
い
な
ら
仕
方
が
な
い
、
と
な
り
ま
す
ね
。

石
田　

あ
い
つ
も
昔
は
い
い
男
だ
っ
た
、
と
閻
魔
が
地
蔵
を
懐
か

し
ん
だ
り
す
る
、
楽
し
い
曲
で
す
。

狂
言
の
終
結
部
に
謡
わ
れ
る
歌
謡

三
浦　

狂
言
の
終
結
部
で
歌
謡
が
謡
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
が
最
も
効
果
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
、
調
べ
て
み

た
ら
、
か
な
り
の
数
に
上
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
ち
ょ
っ

と
し
た
確
執
や
葛
藤
の
あ
と
に
和
解
を
象
徴
す
る
よ
う
な
謡
が
謡

わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
〈
伊
文
字
〉
や
〈
舟
渡
聟
〉
で
は
、
和
解
し
た
あ
と
、

お
別
れ
す
る
の
が
名
残
惜
し
い
、
で
も
「
あ
の
日
を
御
覧
う
ぜ
」
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と
、
夕
日
が
山
の
端
に
掛
か
っ
て
い
る
情
景
を
言
う
と
、「
め
い

め
い
ざ
ら
り
。
ざ
ら
り
ざ
ら
り
と
。
梅
は
ほ
ろ
り
と
落
つ
る
と

も
。
鞠
は
枝
に
と
ま
っ
た
。
と
ま
っ
た
と
ま
っ
た
。
と
ま
り
と
ま

り
と
ま
っ
た
。
ト
ッ
ト
ッ
ト
」
と
謡
う
。

　

こ
の
謡
を
最
初
に
聞
い
た
と
き
、
も
の
す
ご
く
不
思
議
な
思
い

が
し
ま
し
た
。
蹴
鞠
の
陣
地
に
梅
の
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
枝
に
鞠

が
引
っ
掛
か
か
り
、
梅
の
実
は
ざ
ら
ざ
ら
ざ
ら
っ
と
落
ち
て
も
、

鞠
は
枝
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
山
の
端
に
沈
む
夕
日
を
見
て

連
想
し
た
、
と
い
う
意
味
で
、
歌
詞
に
不
思
議
な
抒
情
性
が
漂
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

石
田　

我
々
が
説
明
す
る
と
き
は
、
丸
い
も
の
尽
く
し
と
言
い
ま

す
。
夕
日
も
梅
の
実
も
丸
い
の
で
、
大
団
円
と
な
る
わ
け
で
す
。

三
浦　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
〈
棒
縛
〉
で
は
、
太
郎
冠
者
と
次
郎

冠
者
が
酒
を
飲
み
、
そ
れ
を
主
人
が
後
ろ
か
ら
の
ぞ
き
込
む
の

で
、
そ
の
顔
が
盃
に
映
る
と
い
う
場
面
で
、
能
の
〈
松
風
〉
の
パ

ロ
デ
ィ
「
嬉
し
や
こ
こ
に
酒
あ
り
。
主
は
一
人
。
影
は
二
人
。
満

つ
汐
の
。
夜
の
盃
に
主
を
載
せ
て
。
主
と
も
思
は
ぬ
。
内
の
者
か

な
」
と
謡
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
一
、
二
、
三
、
四
、
と
い
う
数

字
を
織
り
込
ん
だ
数
え
歌
に
な
っ
て
い
ま
す
。
数
え
歌
に
は
祝
言

性
が
あ
る
の
で
、
歌
詞
の
内
容
は
祝
言
的
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で

主
人
の
怒
り
が
頂
点
に
達
す
る
。
謡
の
あ
と
に
「
さ
て
も
さ
て
も

腹
の
立
つ
こ
と
か
な
。
が
っ
き
め
が
っ
き
め
」
と
、
私
を
か
ら
か

う
歌
を
謡
い
お
っ
て
、
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
歌
に
よ
っ
て
和
解
を
導
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
歌
の

あ
と
に
セ
リ
フ
が
あ
っ
て
、
破
綻
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
が
狂

言
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

石
田　

盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
き
に
ば
っ
と
逃
げ
て
い
く
、
っ
て

こ
と
で
す
よ
ね
。

　
　

♪
〈
棒
縛
〉
よ
り
最
後
の
謡
の
実
演

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
主
人
を
馬
鹿
に
す
る
感
じ
で
謡
う
ん
で
す
。

〈
花
子
〉
に
見
る
歌
舞
の
表
現

三
浦　
〈
釣
狐
〉
が
卒
業
論
文
と
す
れ
ば
〈
花
子
〉
を
披
く
の
は

修
士
論
文
を
書
く
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

石
田　

博
士
論
文
で
す
ね
。
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、〈
花
子
〉
は

能
の
〈
班
女
〉
と
〈
隅
田
川
〉
の
中
間
に
あ
る
も
の
で
す
。
花
子

と
い
う
女
性
と
知
り
合
っ
た
男
が
京
都
に
帰
っ
て
く
る
と
、
花
子

が
手
紙
を
く
れ
た
の
で
、
男
は
彼
女
に
会
い
に
行
き
た
い
ん
だ
け
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ど
、
奥
さ
ん
が
怖
く
て
行
か
れ
な
い
。
そ
れ
で
「
こ
の
世
は
無
常

だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
回
国
修
行
の
旅
に
出
よ
う
と
思
う
」
と
、
奥

さ
ん
を
説
得
し
よ
う
と
し
ま
す
。
修
行
期
間
を
聞
か
れ
て
一
〇
年

と
答
え
る
と
、
駄
目
だ
っ
て
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
、
何
だ

か
ん
だ
言
っ
て
、
一
晩
だ
け
、
そ
れ
も
持
仏
堂
に
籠
っ
て
座
禅
を

す
る
と
い
う
こ
と
で
Ｏ
Ｋ
を
も
ら
う
。
男
は
喜
ん
で
行
こ
う
と
す

る
も
の
の
少
し
危
険
を
感
じ
て
、
太
郎
冠
者
に
座
禅
衾
を
被
ら
せ

て
自
分
の
身
代
わ
り
を
さ
せ
る
。
そ
れ
か
ら
男
は
出
掛
け
て
い
き

ま
す
が
、
太
郎
冠
者
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

奥
さ
ん
は
、
自
分
が
座
禅
衾
を
被
っ
て
待
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
前

半
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

後
半
は
、
朝
帰
り
し
た
男
が
花
子
と
の
逢
瀬
の
話
を
延
々
と

す
る
ん
で
す
ね
。
花
子
と
ど
う
や
っ
て
会
っ
て
、
お
酒
を
飲
ん

で
、
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
ま
す
。
あ
ら
す
じ
と
し

て
は
非
常
に
生
々
し
い
も
の
で
す
が
、
我
々
が
や
っ
て
い
る
感
覚

は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
向
こ
う
の
ほ
う
に
奥
さ
ん
が
座
禅
衾
を

被
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
の
役
は
一
切
動
き
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
男

の
演
技
が
よ
ほ
ど
下
手
で
な
い
限
り
、
奥
さ
ん
の
ほ
う
は
ど
う
で

も
よ
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
男
女
の
愛
の
美
し

さ
、
哀
し
さ
、
儚
さ
、
そ
う
い
う
も
の
が
段
々
と
感
じ
ら
れ
て
き

ま
す
。
い
い
な
あ
、
っ
て
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
は
〈
棒
縛
〉
な
ど
と
同
様
、
ど
ん
で
ん
返
し
的
な
も
う

一
つ
の
展
開
が
待
っ
て
い
ま
す
。
後
半
は
セ
リ
フ
が
少
な
く
て
、

一
人
で
三
〇
分
ぐ
ら
い
謡
い
舞
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
謡
そ
の
も
の

が
大
切
な
の
で
す
。

　

花
子
と
の
逢
瀬
で
は
最
後
に
う
と
う
と
ま
ど
ろ
む
と
烏
が
鳴
く

ん
で
す
。
も
う
帰
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
と
、
花
子
が
「
い

や
、
烏
は
月
に
鳴
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
ま
だ
大
丈
夫
で
す
よ
」
と

言
う
。
そ
れ
で
、
ま
た
う
と
う
と
す
る
と
、
今
度
は
障
子
に
日
の

光
が
映
り
ま
す
。
今
度
こ
そ
帰
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
な
っ
て
、

花
子
の
そ
ば
に
行
き
「
寝
乱
れ
髪
を
押
し
撫
で
て　

今
帰
り
候
の　

構
え
て
心
変
わ
る
な
」
と
謡
い
ま
す
。

　
　

♪
〈
花
子
〉
よ
り
後
場
の
シ
テ
の
出
、
小
歌
の
実
演

　

そ
う
す
る
と
花
子
さ
ん
は
ど
う
す
る
か
。
が
ば
っ
と
起
き
ま
し

て
、「
あ
な
た
の
気
持
ち
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
私
の

気
持
ち
が
変
わ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
逢

瀬
を
回
想
す
る
シ
ー
ン
を
三
〇
分
ぐ
ら
い
や
る
。
奥
さ
ん
の
ほ
う

は
、
ず
っ
と
同
じ
場
所
に
座
っ
て
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
ん
で
す
。
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普
通
で
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
怒
っ
た
様
子
を
見
せ
る
の
で
し
ょ
う

が
、
一
切
し
ま
せ
ん
。〈
花
子
〉
を
歌
舞
伎
化
し
た
〈
身
代
座
禅
〉

で
は
、
も
っ
と
生
な
感
じ
で
演
じ
ら
れ
ま
す
け
ど
。

　

繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、〈
花
子
〉
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
男
女

の
愛
の
美
し
さ
を
大
事
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
え
。
花
子
と

別
れ
た
男
は
朝
帰
り
す
る
様
子
を
、
橋
掛
リ
を
長
い
帰
り
道
に
見

立
て
て
歩
み
つ
つ
、
ふ
っ
と
振
り
向
い
て
、
名
残
惜
し
さ
に
戻
っ

て
き
て
、
空
を
見
る
と
月
が
光
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
謡
は
か

な
り
高
音
が
出
て
く
る
ア
リ
ア
的
な
も
の
で
、
本
当
は
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
し
な
い
と
出
な
い
ん
で
す
が
、
少
し
謡
っ
て
み
ま
す
。

　
　

♪
〈
花
子
〉
よ
り
小
歌
の
実
演
（
〽
遥
々
と
…
）

男
は
、
太
郎
冠
者
に
の
ろ
け
話
を
し
た
い
け
ど
、
目
の
前
で
す
る

と
恥
ず
か
し
い
か
ら
、
衾
を
被
っ
た
ま
ま
聞
い
て
く
れ
と
頼
ん
で

い
る
。
最
後
に
な
っ
て
「
長
々
と
の
ろ
け
話
を
し
て
悪
か
っ
た

な
、
も
う
衾
を
取
っ
て
く
れ
」
と
言
う
と
、
奥
さ
ん
と
ご
対
面
と

な
る
。

三
浦　
〈
花
子
〉
に
は
男
の
身
勝
手
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
ね
。
あ
れ
だ
け
花
子
に
心
変
わ
り
す
る
な
、
と
言
っ
て
お
き
な

が
ら
、
太
郎
冠
者
、
じ
つ
は
奥
様
に
向
か
っ
て
「
さ
、
話
は
こ
れ

ま
で
」
と
カ
ラ
ッ
と
言
っ
て
、
の
ろ
け
話
を
終
え
て
し
ま
う
。
あ

そ
こ
で
、
昨
日
は
昨
日
、
今
日
は
今
日
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

石
田　

そ
り
ゃ
そ
う
で
す
。
さ
ん
ざ
っ
ぱ
ら
の
ろ
け
た
あ
と
に
、

さ
あ
、
話
は
こ
れ
ま
で
、
と
、
そ
こ
で
元
の
無
責
任
な
楽
天
的
な

バ
カ
に
戻
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

三
浦　

そ
こ
で
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
こ
と
で
、
こ
の
男
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
す
ね
。

石
田　

シ
ー
ン
と
し
て
い
た
客
席
も
急
に
狂
言
の
現
実
の
乾
い
た

世
界
に
戻
っ
て
き
ま
す
。

三
浦　

そ
ろ
そ
ろ
お
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
狂
言
の
謡
に
よ
っ
て

結
末
が
導
か
れ
る
、
祝
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
そ
ん
な
謡
を
石
田

先
生
に
謡
っ
て
頂
い
て
、
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

石
田　

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
狂
言
の
な
か
に
は
、
諍

い
の
の
ち
に
大
団
円
を
迎
え
て
謡
と
舞
に
な
る
曲
が
あ
り
ま
す
。

二
人
で
舞
う
と
き
も
あ
り
ま
す
し
、
一
人
で
や
る
と
き
も
あ
り

ま
す
。〈
伊
文
字
〉
や
〈
舟
渡
聟
〉
で
は
、
最
初
に
掛
け
合
い
で

謡
っ
て
、
相
手
が
「
さ
ら
ば
暇
申
さ
ん
」
と
言
う
と
歌
舞
に
な
り

ま
す
。
こ
の
最
後
の
場
面
を
謡
い
舞
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

♪
〈
伊
文
字
〉〈
舟
渡
聟
〉
の
小
謡
と
舞
の
実
演
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石
田　

止
め
の
足
拍
子
を
い
つ
も
よ
り
軽
く
踏
み
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
感
じ
で
一
日
が
終
わ
り
ま
す
。

三
浦　

い
い
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と
お
聞
か
せ
下
さ
り
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

講
師
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

◆
石
田
幸
雄
（
い
し
だ
・
ゆ
き
お
）

和
泉
流
狂
言
師
。
一
九
四
九
年
八
月
三
日
生
。
東
京
都
出
身
。

都
立
忍
岡
高
校
在
学
中
よ
り
野
村
万
作
に
師
事
。
大
胆
か
つ
緻

密
な
演
技
に
定
評
を
持
つ
野
村
万
作
家
の
重
要
な
演
者
。
数

多
く
の
優
れ
た
舞
台
歴
を
誇
る
。
六
六
年
〈
茸
〉
で
初
舞
台
。

七
九
年
〈
三
番
叟
〉、
八
七
年
〈
釣
狐
〉、
九
〇
年
〈
花
子
〉
を

披
く
。
二
〇
〇
一
年
、
シ
テ
方
宝
生
流
能
楽
師
の
田
崎
隆
三
と

と
も
に
「
雙
ノ
会
」
を
設
立
。
〇
六
年
、「
雙
ノ
会
」
で
芸
術

祭
大
賞
を
受
賞
。
一
一
年
、
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞

を
受
賞
。
新
し
い
試
み
の
舞
台
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
み
〈
法

螺
侍
〉〈
ま
ち
が
い
の
狂
言
〉〈
敦atsushi

─
山
月
記
・
名
人

伝
─
〉〈
国
盗
人
〉〈
高
野
聖
〉〈
海
神
別
荘
〉〈
藪
の
中
〉
な
ど

に
参
加
す
る
。〈
ク
ラ
リ
モ
ン
ド
〉〈
二
人
小
町
〉〈
平
家
語
り
〉

〈
千
尋
の
底
〉
な
ど
で
は
主
演
・
構
成
・
演
出
を
手
掛
け
た
。

「
万
作
の
会
」
海
外
公
演
に
も
多
数
参
加
。
学
習
院
大
学
非
常

勤
講
師
。
日
本
能
楽
会
会
員
。
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［
資
料
］

狂
言
歌
謡
の
重
要
性

□
歌
と
舞
が
修
業
課
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

　

Ⅰ　

稽
古
の
基
本
は
小
舞
と
小
舞
謡

和
泉
流
の
小
舞
謡
は
七
一
曲
（
大
蔵
流
は
五
九
曲
）

　

Ⅱ　

節
目
に
披
く
（
初
演
す
る
）
歌
舞
の
狂
言
・
役
柄

〈
靱
猿
〉
の
子
猿
＝
猿
曵
の
歌
謡
に
合
わ
せ
て
の
舞

〈
翁
〉
の
な
か
の
「
三
番
叟
」（「
揉
ノ
段
」「
鈴
ノ
段
」）
＝

高
い
舞
踊
性

　
　
　
〈
花
子
〉
の
シ
テ
（
小
歌
な
ど
の
歌
謡
の
集
大
成
）

　

Ⅲ　

三
老
曲
〈
庵
の
梅
〉〈
比
丘
貞
〉〈
枕
物
狂
〉
に
見
る
歌
舞
性

狂
言
歌
謡
の
多
様
性

□
出
自
・
技
法
な
ど
に
多
様
性
が
あ
る

　

Ⅰ　

出
自
の
さ
ま
ざ
ま

Ａ　

中
世
・
近
世
初
期
の
流
行
歌
謡
…
多
数

「
七
つ
子
」（
大
蔵
流
は
「
七
つ
に
な
る
子
」）
は
近
世

初
期
に
歌
舞
伎
舞
踊
謡
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ

れ
、
小
歌
数
曲
を
集
成
し
た
メ
ド
レ
ー
曲
。〈
棒
縛
〉

〈
庵
の
梅
〉、
和
泉
流
〈
簸
屑
〉〈
二
人
袴
〉〈
不
見
不

聞
〉、
大
蔵
流
〈
樋
の
酒
〉
な
ど
多
数
の
狂
言
で
謡
わ

れ
る
点
、
狂
言
ノ
リ
が
出
て
く
る
点
な
ど
、
狂
言
歌
謡

の
代
表
的
歌
謡
と
思
わ
れ
る
。 

Ｂ　

他
芸
能
か
ら
摂
取
し
た
歌
謡

ア　

能
の
謡
…
「
玉
ノ
段
」（
能
〈
海
人
〉）
な
ど
多
数

イ　

能
以
外
の
芸
能
か
ら
摂
取
し
た
歌
謡
の
例

　

…
囃
子
物
〈
末
広
か
り
〉〈
蝸
牛
〉
な
ど
多
数

　
　

猿
歌
（〈
靱
猿
〉）

　
　

平
家
節
（〈
清
水
座
頭
〉
な
ど
）

　
　

浄
瑠
璃
節
（〈
昆
布
売
〉）

Ｃ　

狂
言
独
自
の
歌
謡

…
『
閑
吟
集
』（
一
五
一
八
年
成
立
の
小
歌
の
歌
詞
集
）

に
「
狂
」
と
注
記
の
あ
る
歌
謡
な
ど
か

　
「
引
く
引
く
引
く
と
て
鳴
子
は
引
か
で
あ
の
人
の

殿
引
く
…
」（〈
鳴
子
〉）

　
「
逢
ふ
夜
は
君
の
手
枕　

来
ぬ
夜
は
己
が
袖
枕

…
」（〈
枕
物
狂
〉。『
閑
吟
集
』
で
は
「
人
の
手
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枕
」）

　

Ⅱ　

技
法
の
さ
ま
ざ
ま

Ａ　

能
の
謡
に
共
通
す
る
も
の

息
扱
い　

…
ツ
ヨ
吟　

ヨ
ワ
吟

拍
子
不
合
…
詠
ノ
リ　

な
ど

拍
子
合　

…
平
ノ
リ　

中
ノ
リ　

大
ノ
リ　

旋
律
音　

…
上
音　

中
音　

下
音　

な
ど

Ｂ　

狂
言
に
独
特
の
も
の

コ
ト
バ
と
フ
シ
の
中
間
的
な
謡
…
イ
ロ
詞

拍
子
合　

…
狂
言
ノ
リ

旋
律
音　

…
ク
リ
音
（
現
在
の
能
の
ク
リ
音
よ
り
半
音

高
く
謡
う
場
合
が
あ
る
）

小
歌
（
ユ
リ
と
い
う
ビ
ブ
ラ
ー
ト
を
多
用

す
る
ヨ
ワ
吟
の
歌
謡
）

狂
言
の
歌
謡
の
演
劇
性

□
セ
リ
フ
劇
で
あ
る
狂
言
で
歌
が
謡
わ
れ
る
意
味
を
検
討
す
る　

　

Ⅰ　

歌
と
し
て
謡
わ
れ
る
も
の

…
他
芸
能
な
ど
の
歌
謡
を
模
倣
し
、
音
楽
性
を
高
め
る

Ａ　

小
謡

（
例
）〈
法
師
ヶ
母
〉〈
貰
聟
〉〈
茶
壺
〉
な
ど
で
シ
テ
が

登
場
の
際
に
謡
う
小
謡

「
都
な
れ
や
東
山
。
こ
れ
も
ま
た
東
の
。
は
て
し
な
の

人
の
心
や
」（
能
〈
小
塩
〉
ク
セ
）

Ｂ　

替
え
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聞
か
せ
る

（
例
）〈
昆
布
売
〉

「
昆
布
召
せ
昆
布
召
せ
お
昆
布
召
せ
。
若
狭
の
浦
の
召

し
の
昆
布
。
若
狭
の
浦
の
召
し
の
昆
布
」
を
謡
節
・
浄

瑠
璃
節
・
踊
り
節
で
謡
う

Ｃ　

そ
の
他
…
念
仏
・
呪
文
な
ど

念
仏
や
呪
文
を
唱
え
る
こ
と
で
、
背
景
と
な
る
信
仰
心

や
呪
力
を
狂
言
の
な
か
に
摂
取
す
る

　

Ⅱ　

セ
リ
フ
と
し
て
謡
わ
れ
る
も
の

…
感
情
の
高
ぶ
り
な
ど
を
歌
で
表
現
し
、
抒
情
性
を
高
め
る

Ａ　

他
芸
能
の
歌
謡
を
模
倣
す
る
場
合

ア　

背
景
と
な
る
芸
能
へ
の
憧
憬

　
（
例
）
夢
幻
能
の
形
式
を
借
り
た
舞
狂
言
の
作
品
群

イ　

背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
用
い
る
諧
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謔
性

　
（
例
）〈
朝
比
奈
〉

Ｂ　

終
結
部
に
謡
わ
れ
る
場
合

ア　

和
解
を
導
く
も
の

　
（
例
）〈
伊
文
字
〉〈
舟
渡
聟
〉
な
ど

イ
ロ　
「
あ
ら
名
残
惜
し
や
。
こ
な
た
も
名
残
惜
し

け
れ
ど
。
あ
の
日
を
御
覧
う
ぜ
」

謡　
　
「
山
の
端
に
か
か
っ
た
。
め
い
め
い
ざ
ら
り
。

ざ
ら
り
ざ
ら
り
と
。
梅
は
ほ
ろ
り
と
落
つ

と
も
。
鞠
は
枝
に
と
ま
っ
た
。
と
ま
っ
た

と
ま
っ
た
。
と
ま
り
と
ま
り
と
ま
っ
た
。

 

ト
ッ
ト
ッ
ト
」

イ　

歌
舞
の
後
に
セ
リ
フ
の
あ
る
も
の
（
和
解
の
強
調
、

ま
た
は
破
綻
）

　
（
例
）〈
棒
縛
〉
太
郎
冠
者
は
盃
に
映
る
主
人
の
顔
を

見
て
、
そ
の
様
子
を
謡
に
作
る
場
面

　

Ⅲ　

歌
か
セ
リ
フ
か
が
曖
昧
な
形
で
謡
わ
れ
る
も
の

　

…
高
度
の
形
で
セ
リ
フ
と
歌
が
結
び
付
い
た
も
の

（
例
）〈
花
子
〉
一
晩
、
持
仏
堂
に
籠
っ
て
座
禅
を
す
る
と

妻
に
嘘
を
付
い
て
花
子
の
も
と
を
訪
れ
た
男
が
、
夢

見
心
地
で
帰
っ
て
く
る
場
面

狂
言
の
な
か
の
歌
謡
の
特
徴

　

Ⅰ　

音
楽
性
・
舞
踊
性
を
高
め
る
と
同
時
に
セ
リ
フ
劇
に
お
け

る
歌
舞
で
あ
る
こ
と

　

Ⅱ　

狂
言
ら
し
い
飄
逸
性
や
諧
謔
性
を
追
求
す
る
も
の

　

Ⅲ　

流
動
的
存
在
（
選
択
・
省
略
・
追
加
の
可
能
性
）

　

Ⅳ　

模
倣
性
（
他
ジ
ャ
ン
ル
の
歌
謡
へ
の
憧
憬
、
他
ジ
ャ
ン
ル

の
歌
謡
を
踏
ま
え
た
諧
謔
性
）


