
も
ぐ
る
く

は
し
が
き

Ｉ
古
曲
「
融
の
大
臣
」
の
復
元

Ｉ
現
行
曲
「
融
」
の
素
性
以
上
前
号

Ⅲ
大
和
の
鬼
と
早
舞

Ⅳ
「
融
」
以
外
の
公
家
（
早
舞
）
物
の
沿
革

あ
と
が
き

Ⅲ
大
和
の
鬼
と
早
舞

「
鬼
、
こ
れ
殊
更
大
和
の
物
な
り
」
と
記
す
の
は
、
風
姿
花
伝
第
二
物
学

条
条
で
あ
る
。
世
阿
は
中
年
か
ら
晩
年
に
か
け
て
、
い
よ
い
よ
冷
え
さ
び
た

能
を
ね
ら
っ
た
け
れ
ど
も
、
意
識
・
無
意
識
は
知
ら
ず
、
こ
の
気
組
み
は
シ

テ
の
動
き
に
脈
脈
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
忠
度
・
清
経
と
い
っ
た
、
テ
ク
ス
ト

や
風
体
か
ら
は
幽
玄
と
さ
え
い
え
る
人
間
修
羅
、
砧
・
檜
垣
と
い
っ
た
冷
え

た
る
風
体
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
伝
わ
る
骨
ぶ
し
の
強
さ
、
そ
の
「
働
が
か
り
」

に
鬼
の
系
譜
を
見
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

三
道
の
．
、
大
よ
そ
、
三
体
の
能
懸
り
、
近
来
、
押
し
出
だ
し
て
見
ゑ

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

ｌ
続
・
大
和
申
楽
の
芸
質
Ｉ

つ
る
世
上
の
風
体
の
数
を
」
の
中
に
、

恋
の
重
荷
船
橋
四
位
少
将
大
山
府
君
如
此
砕
動
風

と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
、
数
行
後
に
、

マ
マ

恋
の
重
荷
、
昔
、
綾
の
大
鼓
也

と
見
え
る
。
｝
」
の
う
ち
、
大
（
泰
）
山
府
君
だ
け
は
、
・
霊
の
鬼
で
は
な
く
、

冥
途
の
鬼
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
、
本
稿
Ｉ
の
項
で
触
れ
る
．
へ
き
を
、
推
論

を
進
め
る
の
に
直
接
関
係
し
な
い
た
め
、
先
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
野
守
・
玄
象

と
と
も
に
割
愛
し
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
、
や
は
り
、
一
連
の
も
の
と
し
て
触

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
反
省
の
要
を
覚
え
る
。
泰
山
府
君
を
除
い
た
四
曲

は
、
霊
の
鬼
で
あ
り
、
素
朴
な
鬼
芸
能
か
ら
発
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
そ
れ

を
脱
し
て
、
内
面
的
に
有
情
輪
廻
の
相
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
大

和
の
芸
統
の
正
系
に
立
つ
曲
ど
も
で
あ
り
、
こ
の
項
は
、
こ
こ
ら
あ
た
り
か

ら
出
発
し
た
い
と
思
う
の
だ
。

談
儀
に
四
位
少
将
の
も
の
と
し
て
二
見
す
る
「
月
は
ま
つ
覧
・
…
：
」
「
涙

の
雨
か
」
の
章
句
は
、
現
行
通
小
町
と
同
じ
で
あ
り
、
「
涙
の
雨
か
」
の
あ

I
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と
、
拍
子
を
「
ち
ゃ
う
ど
ふ
む
」
と
同
書
に
見
え
る
型
（
後
出
）
も
現
行
通

小
町
の
と
お
り
で
あ
る
。
談
儀
に
「
観
阿
作
」
と
す
る
四
位
少
将
は
、
だ
か

ら
、
通
小
町
の
原
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、
淡
儀
に
拠
れ
ば
、
四
位
少
将
は

「
こ
と
お
ほ
き
能
」
で
、
「
天
女
な
ど
を
も
、
さ
ら
り
さ
ノ
ー
と
、
ひ
て
う

の
風
に
し
た
が
ふ
が
ご
と
く
に
ま
ひ
し
」
近
江
の
手
だ
れ
犬
王
も
、
「
え
す

ま
じ
き
也
」
．
む
き
に
成
共
せ
ぱ
、
や
ま
と
の
は
や
し
に
て
す
べ
き
」
と

い
っ
た
ほ
ど
の
、
大
和
本
来
の
「
側
が
か
り
」
を
基
調
と
す
る
物
真
似
能
で

あ
り
、
花
伝
の
「
鬼
、
こ
れ
殊
更
大
和
の
物
な
り
」
を
地
で
ゆ
く
、
大
和
の

①

し
．
〈
ア
ト
リ
イ
の
う
ち
の
代
表
的
演
目
で
あ
っ
た
の
だ
。

四
位
少
将
の
来
歴
は
古
い
。
談
儀
に
い
う
。

、
、

四
位
少
将
は
、
こ
ん
ぼ
ん
、
山
と
に
し
や
う
だ
う
の
有
し
が
か
き
て
、

今
春
ど
ん
の
か
み
た
う
の
嶺
に
て
せ
し
を
、
後
か
き
な
を
さ
れ
し
と
也
。

「
山
と
」
は
、
右
の
事
情
か
ら
、
わ
た
し
は
「
大
和
一
と
読
み
た
い
。
「
山

徒
」
す
な
わ
ち
北
倣
延
暦
寺
の
衆
徒
の
作
な
ら
ば
、
か
ほ
ど
徹
底
的
に
大
和

ぶ
り
で
は
な
く
、
近
江
の
犬
王
が
前
記
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
く
こ
ど
も
な
か

ろ
う
と
思
う
か
ら
だ
。

談
儀
の
こ
の
く
だ
り
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

佐
野
曳
船
ぱ
し
は
、
こ
ん
本
で
ん
が
く
の
能
也
。
然
を
か
き
な
を
さ
る
。

む
か
し
の
う
也
し
を
、
で
ん
が
く
も
し
け
れ
ば
、
久
能
也
。

三
道
に
は

佐
野
の
船
橋
、
古
風
有
り
。

と
い
う
。
そ
の
風
体
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
大
和
系
の
古
体
の
能
を
、
申
楽

者
も
し
、
田
楽
者
の
も
の
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

マ
マ

う
。
四
位
少
将
の
改
作
通
小
町
は
、
五
音
に
「
黍
ナ
キ
御
タ
ト
ナ
レ
共
シ
チ

タ
太
子
こ
と
現
行
下
懸
り
の
ツ
レ
の
サ
シ
．
（
果
の
段
の
前
）
を
引
き
、
と
く

に
作
曲
者
名
を
付
さ
な
い
ゆ
え
、
世
阿
作
と
見
て
よ
く
、
談
儀
と
の
立
体
的

な
読
み
か
ら
、
古
作
を
観
阿
・
世
阿
父
子
が
改
作
し
て
い
る
事
情
が
分
か
る

の
だ
が
、
船
橋
も
、
五
音
に
「
ワ
ウ
ジ
ベ
ウ
雫
〈
ウ
ト
シ
テ
」
と
現
行
の
前
シ

テ
の
サ
シ
を
引
い
て
作
曲
者
名
を
付
さ
ず
、
談
儀
に
は
「
さ
野
曳
舟
ぱ
し
…

世
子
作
」
と
明
記
し
て
、
完
成
に
到
る
ま
で
の
素
性
・
来
歴
の
、
通
小
町
に

ま
こ
と
に
近
似
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
談
儀
に
い
う
。

四
位
の
せ
う
し
や
う
に
、
「
涙
の
雨
か
」
、
ち
や
う
ど
ふ
む
、
を
な
じ
事

也
・
は
や
く
て
も
わ
る
く
、
遅
く
て
も
わ
る
し
。

さ
野
の
船
ば
し
に
、
「
よ
ひ
，
Ｉ
、
に
」
、
ち
や
う
ど
ふ
む
、
を
な
じ
。
い

と
大
事
の
ひ
や
う
し
也
。

一
」
こ
に
「
を
な
じ
事
也
」
と
か
「
を
な
じ
」
と
い
う
の
は
、
前
の
息
を
受
け

て
足
拍
子
を
踏
む
要
領
は
「
た
ん
ご
物
ぐ
る
い
一
と
同
じ
だ
と
の
意
で
あ
り
、

こ
の
あ
と
、
山
姥
の
「
柳
は
み
ど
り
」
の
拍
子
に
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
丹

後
物
狂
と
山
姥
は
謡
い
つ
づ
け
る
う
ち
に
踏
む
数
拍
子
で
あ
っ
て
、
厳
密
に

は
少
し
異
る
。
そ
の
点
、
四
位
少
将
（
↓
通
小
町
）
と
船
橋
は
、
謡
い
切
っ
て

ト
ン
と
一
つ
踏
み
、
立
チ
回
り
（
又
は
イ
ロ
己
に
か
か
る
の
で
あ
っ
て
、

②

息
づ
か
い
は
二
者
ま
つ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
立
チ
回
り
ま
た
、
霊
の
鬼
が
あ

り
し
日
の
恋
の
通
い
路
を
倣
ぶ
点
で
同
じ
い
・
素
性
・
来
歴
が
近
似
し
、
主

題
が
共
通
す
る
ゆ
え
、
こ
う
し
た
舞
台
上
の
構
成
が
共
通
し
て
く
る
の
は
し

ぜ
ん
と
い
え
よ
う
。
主
題
に
関
し
て
は
、
似
我
与
左
術
門
伝
書
（
室
町
末
期
の

太
鼓
伝
害
、
前
出
）
な
ど
に
も

二
七



錦
木
、
女
郎
花
、
舟
橋
、
恋
重
荷
、
綾
鼓
、
此
類
恋
慕
の
能
也
。

と
、
霊
の
鬼
の
恋
慕
曲
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
心
持
を
説
い
て
い
る
。
た
だ
、

現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
イ
メ
イ
ジ
で
は
、
両
者
、
風
体
が
か
な
ら
ず
し
も
同
じ

で
な
い
・
舞
芸
六
輪
は
、
そ
の
識
語
に
あ
る
い
は
天
正
と
あ
り
、
慶
安
と
も

あ
る
が
、
さ
き
に
注
し
た
ご
と
く
、
そ
の
内
容
は
室
町
末
期
と
見
ら
れ
る
も

の
だ
が
、
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
通
小
町
は
す
で
に
、

く
る
か
し
ら
大
口
水
衣
玉
た
す
き
を
上
ル

と
な
っ
て
お
り
、
同
書
の
船
橋
は
、

く
る
か
し
ら
は
っ
ひ
半
切
小
袖
う
ち
っ
へ
、
め
ん
〈
口
あ
き

あ
く
な
ん

と
な
っ
て
い
て
、
両
者
の
風
体
の
相
違
は
、
現
在
ど
お
り
で
あ
る
。
室
町
末

期
伝
言
の
抜
幸
・
集
成
で
あ
る
八
帖
本
花
伝
害
（
以
下
「
八
帖
木
」
と
略
称
す
る
）

に
も
、
通
小
町
は
す
で
に
「
霊
の
痩
男
」
、
そ
れ
も
「
気
高
き
を
用
ゐ
る
」

と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
慶
長
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
面
・
装
束

付
に
、

、
、
、
、
、

出
立
か
は
す
痩
男
或
は
平
太
に
て
も
は
っ
ひ
半
切

（
傍
点
筆
者
。
以
下
同
じ
）

と
あ
り
、
童
舞
抄
に
は
、
「
あ
ま
り
恐
し
く
な
き
を
用
ふ
る
也
」
と
こ
と
わ

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
平
太
」
「
あ
や
か
し
」
が
見
え
る
の
が
注
目
に
価

す
る
。
七
太
夫
仕
舞
付
は

大
口
腰
帯
ツ
ホ
折
小
袖
上
一
一
小
袖
ヲ
カ
ッ
キ
出
ル
又
水
衣
タ

ス
キ
上
テ
モ
黒
頭
白
鉢
巻
面
ア
ャ
カ
シ
平
太
ニ
テ
モ
云
云

と
、
こ
れ
ま
た
興
味
あ
る
演
出
を
示
し
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
も
の
か
ら
の

書
写
と
思
わ
れ
る
宝
生
流
の
面
・
装
束
付
に
は
、
「
痩
男
と
あ
や
か
し
三

、
、
、
、

日
月
淡
男
一
一
テ
モ
〃
｜
と
も
あ
る
。
蘓
奥
集
は
現
在
の
と
お
り
な
が
ら
、

着
附
・
白
綾
之
類
大
口
・
浅
気
白
之
類
、
或
大
口
な
し
に
も

と
い
う
の
は
、
き
め
細
か
な
演
出
に
赴
こ
う
と
は
す
る
も
の
の
、
白
綾
の
着

な
が
し
は
、
い
か
に
も
亡
者
め
か
し
く
、
か
な
ら
ず
し
も
高
貴
な
出
で
立
ち

と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
江
戸
後
期
に
は
、
む
し
ろ
、
大
口
の

か
わ
り
に
指
貫
が
あ
ら
わ
れ
る
。
観
世
の
「
雨
夜
之
伝
」
、
喜
多
十
一
代
寿

③

山
の
好
み
な
ど
は
、
白
練
モ
ギ
ド
ウ
に
指
貫
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貴
人
の
や

や
と
り
み
だ
し
た
て
い
の
演
出
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
童
舞
抄
の
船
橋
に
は

「
三
日
月
」
の
ほ
か
に
「
か
は
ず
」
と
い
う
痩
男
系
の
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
水
に
沈
ん
だ
亡
者
の
相
で
あ
る
。
中
村
保
雄
氏
に
拠
れ
ば
、
痩
男
・
か

は
ず
の
出
現
は
室
町
中
葉
ご
ろ
、
書
き
も
の
に
定
着
す
る
の
は
室
町
未
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
通
小
町
に
痩
男
系
の
面
が
現
わ
れ
る
頃
に
は
、
船
橋
に

も
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
近
世
も
始
め
の
頃
に
は
、
主
と
し

て
下
懸
り
に
、
平
太
や
怪
土
を
か
け
る
通
小
町
だ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
古
く
は
、
卒
都
婆
小
町
も
定
家
も
砧
も
求
塚
も
、
一
様

に
痩
女
で
演
じ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
曲
是
が
昇
華
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

④

し
く
、
而
も
細
分
化
し
た
の
と
同
じ
事
情
が
汲
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
と
に

か
く
、
通
小
町
と
船
橋
は
、
風
体
も
ほ
ぼ
共
通
し
た
霊
の
鬼
で
あ
っ
た
の
が
、

通
小
町
は
四
位
少
将
と
い
う
身
分
か
ら
、
位
高
き
装
い
に
昇
華
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

通
小
町
の
後
段
を
論
ず
る
と
、
イ
メ
イ
ジ
は
す
ぐ
に
古
曲
雲
林
院
の
後
段

に
つ
な
が
る
。
本
稿
Ｉ
に
少
し
く
触
れ
た
よ
う
に
、
古
曲
雲
林
院
の
後
段
と

二．
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通
小
町
の
後
段
は
、
構
成
上
あ
い
通
ず
る
。
古
曲
雲
林
院
と
は
、
談
儀
に

こ
ん
が
う
は
、
何
を
も
せ
し
も
の
也
。
ぜ
う
の
か
典
り
也
・
ろ
ん
ぎ
そ

Ｎ
ろ
と
う
た
ひ
し
所
也
。
雲
林
院
の
能
に
、
「
も
と
常
の
、
つ
れ
な
き
す

が
た
に
な
り
ひ
ら
の
」
と
て
、
た
い
ま
つ
ふ
り
あ
げ
、
き
と
い
な
り
し
様
、

南
大
も
ん
に
も
う
て
ざ
り
し
也
。

と
見
え
る
、
そ
れ
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た
女
、
二
条
の
后
を
一

口
に
喰
っ
た
鬼
は
、
じ
っ
は
后
の
兄
基
経
で
あ
っ
た
と
い
う
当
時
の
俗
解
を

採
り
入
れ
、
両
者
を
相
思
の
男
女
の
ご
と
く
装
い
、
基
経
が
武
蔵
野
に
后
を

探
す
と
こ
ろ
を
、
霊
の
鬼
と
化
し
た
基
経
に
倣
ぱ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
和

風
の
鬼
物
、
物
真
似
能
の
草
創
期
の
作
の
ご
と
く
受
け
と
ら
れ
る
。
女
の

「
ア
マ
ノ
カ
ル
モ
’
一
ス
ム
、
シ
ノ
…
…
」
（
宝
山
寺
本
）
‐
以
下
の
カ
ヶ
ア
イ
が

通
小
町
の
ツ
レ
の
「
も
と
よ
り
わ
れ
は
白
雲
の
…
．
：
‐
｜
以
下
と
直
接
対
応
す

る
ほ
か
、
全
体
の
、
ツ
レ
を
と
も
な
っ
て
の
徴
悔
の
昔
語
り
の
気
味
あ
い
は

通
小
町
に
近
い
。
た
だ
、
四
位
少
将
の
後
段
は
い
さ
知
ら
ず
、
通
小
町
に
は

太
鼓
が
な
い
。
し
か
し
、
宝
山
寺
本
雲
林
院
に
は
太
鼓
が
は
い
る
。
そ
れ
だ

け
素
朴
に
、
腰
づ
よ
に
演
出
す
る
の
で
あ
る
．
ち
ょ
う
ど
、
こ
ん
に
ち
の
砧

や
藤
戸
の
大
小
物
と
し
て
の
演
出
と
、
太
鼓
物
と
し
て
の
演
出
を
思
う
が
い

い
。
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
み
て
も
、
通
小
町
の
よ
う
に
舞
が
か
り
に
昇
華
し

う
る
よ
う
な
風
情
が
ま
ず
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
男
女
の
霊
の
鬼
が
昇
華
し

て
ゆ
く
中
で
、
雲
林
院
の
後
段
は
、
だ
れ
か
の
手
で
、
小
塩
と
ほ
と
ん
ど
同

巧
に
、
す
っ
か
り
書
き
替
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
一
組

の
男
女
が
都
を
落
ち
て
ゆ
く
道
行
き
め
い
た
と
こ
ろ
が
、
古
曲
の
な
ご
り
と

い
え
ば
な
ご
り
で
あ
る
。
前
段
は
お
そ
ら
く
、
「
謡
曲
集
」
（
上
）
に
い
う

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

／

よ
う
に
、
さ
き
に
改
作
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
通
小
町
、
雲
林

院
も
鬼
か
ら
公
家
へ
の
軌
跡
を
た
ど
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

さ
き
の
三
道
の
砕
動
風
の
く
だ
り
に
も
、
後
に
談
儀
の
世
子
作
の
中
に
も

船
橋
と
並
、
へ
て
あ
る
の
は
、
恋
重
荷
で
あ
る
。
談
儀
の
別
の
箇
所
、
音
曲
に

つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
に
拠
れ
ば
、

恋
の
お
も
に
の
能
に
、
「
お
も
ひ
の
け
ぶ
り
の
立
わ
か
れ
」
は
、
し
づ

か
に
、
渡
び
や
う
し
の
か
ｋ
り
成
く
し
。
此
の
う
は
、
色
あ
る
さ
く
ら
に

柳
の
乱
れ
た
る
や
う
に
す
べ
し
。
船
ば
し
な
ど
は
、
せ
め
て
、
ふ
る
ま
う

た
る
松
の
風
に
な
び
き
た
る
や
う
に
す
・
へ
し
。

と
い
う
。
あ
い
通
う
と
こ
ろ
の
あ
る
曲
の
風
趣
の
ち
が
い
を
臂
嚥
的
に
い
っ

た
の
で
あ
る
。
恋
重
荷
の
原
曲
は
、
三
道
に
拠
れ
ば
「
綾
の
太
鼓
」
で
あ
る
。

綾
の
太
鼓
は
現
行
綾
鼓
の
原
作
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
行

綾
鼓
は
、
主
題
や
筋
立
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
章
句
の
か
な
ら
ず
し
も
洗
練

さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
推
し
て
、
章
句
も
大
半
原
作
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
ち
ょ
う
ど
、
現
行
の
自
然
居
士
か
ら
観
阿
作
の
自
然
居
士

を
し
の
ぶ
こ
と
が
十
分
可
能
な
よ
う
な
も
の
だ
。
恋
重
荷
は
、
女
御
に
恋
を

し
た
庭
は
き
の
老
人
が
、
女
御
の
姿
を
拝
み
た
く
ば
、
重
荷
を
持
っ
て
庭
を

め
ぐ
れ
と
い
わ
れ
、
綾
羅
錦
繍
で
包
ん
だ
持
た
れ
る
は
ず
も
な
い
重
荷
を
持

と
う
と
潭
身
努
力
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
綾
鼓
は
月
の
桂
の
枝
に
か
け
た

鳴
る
尋
へ
く
も
な
い
綾
を
張
っ
た
鼓
を
打
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
、

同
巧
異
曲
で
あ
る
。
い
ず
れ
老
人
を
剛
弄
す
る
手
段
な
の
だ
が
、
能
は
所
作

そ
の
も
の
に
重
点
を
置
く
か
ら
、
綾
妓
の
方
が
ず
っ
と
詩
趣
は
深
い
。
た
だ
、

綾
鼓
は
地
次
第
・
サ
シ
の
あ
と
、
世
俗
的
で
や
や
冗
漫
な
ク
セ
が
は
い
る
。

二
九



、

恋
重
荷
は
そ
れ
が
な
く
、
構
成
が
緊
密
で
あ
る
。
後
段
の
小
段
構
成
も
共
通

で
あ
る
。
し
か
し
、
二
曲
の
も
つ
と
も
大
き
な
相
違
点
は
、
キ
リ
の
し
め
く

く
り
か
た
に
あ
る
。
綾
鼓
が
、

池
水
に
身
を
投
げ
て
、
波
の
藻
屑
と
沈
み
し
身
の
、
程
も
な
く
死
霊
と

な
っ
て
、
女
御
に
想
き
崇
っ
て
、
し
も
と
も
波
も
う
ち
た
た
く
、
池
の
氷

の
と
う
と
う
は
、
風
渡
り
雨
落
ち
て
：
：
・
・
ま
こ
と
は
冥
途
の
鬼
と
ｗ
ふ
と

も
、
か
く
や
と
思
ひ
白
波
の
、
あ
ら
恨
め
し
や
、
恨
め
し
や
。
恨
め
し
の

女
御
や
と
て
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る
。

と
い
う
の
に
対
し
て
、
恋
重
荷
は
、

恋
路
の
闇
に
迷
ふ
と
も
、
あ
と
弔
は
ば
そ
の
恨
み
は
、
霜
か
雪
か
霞
か
。

つ
ひ
に
は
あ
と
も
消
え
ぬ
べ
し
や
。
こ
れ
ま
で
ぞ
姫
小
松
の
、
葉
守
の
神

と
な
り
て
千
代
の
影
を
守
ら
ん
や
。
千
代
の
影
を
も
守
ら
ん
。

と
な
っ
て
い
る
。
通
小
町
が
「
小
野
の
小
町
も
少
将
も
、
と
も
に
仏
道
な
り

に
け
り
」
と
結
ば
れ
、
船
橋
が
「
真
如
法
身
の
玉
橋
の
浮
か
め
る
身
と
ぞ
な

り
に
け
る
」
と
結
ば
れ
る
の
と
同
巧
で
あ
る
。
こ
れ
じ
た
い
の
よ
し
あ
し
は

と
も
か
く
、
こ
れ
は
権
威
に
屈
服
し
た
と
い
う
単
純
な
結
果
で
は
な
く
、
霊

の
鬼
の
能
の
志
向
す
る
一
方
向
で
あ
っ
た
（
そ
の
方
向
づ
け
に
鹿
苑
院
義
満
を
中

心
と
す
る
室
町
文
化
の
荷
い
手
た
ち
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
）
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
小
町
の
授
戒
を
さ
ま
た
げ
る
少
将
、
后
の
行
く
え
を
追
う
基

経
の
塊
霊
は
、
舞
台
的
構
成
と
し
て
は
シ
テ
で
あ
り
、
冥
途
の
鬼
で
も
、
け

っ
し
て
な
い
け
れ
ど
も
、
遡
源
・
沿
革
的
に
は
、
〈
シ
リ
の
鬼
の
系
譜
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
船
橋
を
論
ず
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
錦
木
に
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
八
帖
本
に
も
、

一
、
鬼
の
霊
の
事
、
錦
木
、
通
小
町
、
船
橋
、
三
番
が
頂
上
に
て
候
。

そ
の
外
か
や
う
の
類
、
之
に
て
分
別
あ
る
べ
し
。

と
あ
る
。
錦
木
は
五
音
に
よ
っ
て
世
阿
作
と
い
っ
て
よ
く
、
談
儀
の
中
に
も
、

⑤

そ
の
謡
い
ぶ
り
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
錦
木
は
船
橋
と
風
体
が
共
通
で

あ
る
と
い
う
以
上
に
、
後
シ
テ
が
ツ
レ
を
と
も
な
っ
て
ワ
キ
僧
の
前
に
徴
悔

の
姿
を
見
せ
、
あ
り
し
日
の
通
い
路
を
倣
ぶ
と
い
う
く
だ
り
、
そ
の
小
段
構

成
、
さ
ら
に
文
辞
ま
で
、
酷
似
す
る
（
表
Ｉ
）
。

さ
き
ほ
ど
、
通
小
町
と
船
橋
と
の
面
に
触
れ
た
が
、
現
在
で
は
、
錦
木
は

三
日
月
・
怪
士
な
ど
を
か
け
て
、
船
橋
型
な
の
だ
が
、
八
帖
本
で
は
「
霊
の

痩
男
」
、
元
禄
三
年
、
谷
口
・
伊
勢
屋
刊
行
の
下
懸
拾
遺
大
成
謡
や
、
元
禄

四
年
船
戸
・
古
藤
・
茨
城
刊
行
の
頭
註
付
き
謡
本
な
ど
に
も
、
痩
男
の
演
出

が
見
え
て
い
る
。
錦
木
は
、
か
く
、
通
小
町
や
船
橋
と
共
通
す
る
の
だ
が
、

二
曲
と
は
は
っ
き
り
異
る
一
風
趣
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
錦
木
に
は

舞
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
舞
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
ほ
と
ん
ど
男
舞
と
区
別
が

な
く
、
じ
じ
っ
、
男
舞
と
呼
ぶ
謡
本
も
江
戸
後
期
に
出
て
い
る
が
、
正
し
く

は
黄
鐘
早
舞
な
の
で
あ
る
。
譜
の
一
部
を
異
に
す
る
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、

舞
い
手
が
異
り
、
雰
囲
気
が
異
る
。
男
舞
は
現
在
物
の
シ
テ
が
舞
い
、
そ
の

意
は
だ
い
た
い
祝
言
で
あ
る
。
黄
鐘
早
舞
は
霊
の
鬼
の
舞
、
呪
霊
舞
で
あ
っ

て
、
あ
り
し
昔
を
今
に
返
す
望
憶
の
遊
舞
で
あ
る
。
前
述
の
融
は
、
た
ん
に

早
舞
と
称
さ
れ
、
盤
渉
で
吹
か
れ
た
。
盤
渉
の
場
合
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
位
、

黄
鐘
の
場
合
は
操
み
よ
せ
る
て
い
の
位
で
、
前
者
は
太
鼓
入
り
、
後
者
は
大

小
物
ゆ
え
、
お
の
ず
と
、
そ
の
ノ
リ
も
変
る
の
だ
が
、
本
来
、
一
つ
の
舞
を

三

○
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二
調
子
に
吹
き
分
け
る
の
で
あ
っ
て
、
序
之
舞
や
楽
の
黄
鐘
・
盤
渉
の
扱
い

の
ご
と
く
で
あ
っ
た
の
だ
。
錦
木
を
盤
渉
で
吹
く
伝
承
だ
っ
て
残
っ
て
い
る

⑥
し
、
逆
に
盤
渉
の
玄
象
が
脇
能
之
式
で
は
黄
鐘
、
同
じ
く
海
士
の
赤
頭
三
段

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

、
岬
Ｌ
ト
Ｊ
ｆ
４
噂
６
０
，
１
‐
ロ
。
Ｐ
４
、
ｏ
ｂ
１
Ｊ
ｑ
“
‐
￥
Ｌ
‐
“
Ⅵ
ｒ
１
．
、
‐
‐
Ｏ
ｂ
０
０
マ
四
Ｆ
。
７
㎡
Ｉ
‐
ｌ

船
・
橋

〔
出
端
〕

ツ
レ
（
カ
ヵ
ル
）
「
い
か
に
行
者
…
：
浮
か
む
身

と
な
る
あ
り
が
た
さ
よ
・

シ
テ
「
い
か
に
行
者
：
…
・
重
き
苦
患
を
見
せ
申

さ
ん

堯
葬
ご
「
泣
く
涙
：
…
．

地
「
帰
れ
や
帰
れ
…
．
．
．

シ
テ
「
柱
を
戴
く
磐
石
の
苦
患

地
「
こ
れ
ノ
、
見
給
へ
あ
さ
ま
し
や
。

シ
テ
「
見
我
身
者
発
菩
提
の
功
力
を
受
け
て
言

ふ
な
ら
く
、
奈
落
の
底
の
…
…

ワ
キ
（
カ
カ
ル
）
「
い
た
は
し
や
な
…
…

ツ
レ
「
何
事
も
…
…

シ
テ
「
・
・
：
：
胡
蝶
の
夢
の
戯
れ
に
い
で
ｊ
、
姿

を
見
え
申
さ
ん

一
ツ
レ
「
よ
し
や
吉
野
の
・
・
・
…

シ
テ
「
橋
の
と
だ
え
の
：
…
‐

シ
テ
「
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔
や
な
…
：

い
で
い
で
姿
を
見
せ
申
さ
ん

（
一
セ
イ
）
「
今
こ
そ
は
…
：
、

地
「
三
年
は
過
ぎ
ぬ
古
の

シ
テ
「
夢
ま
た
夢
に
…
…

地
「
・
…
：
現
れ
出
づ
る
を
ご
ら
ん
ぜ
よ
・

シ
テ
「
い
ふ
な
ら
く
、
奈
落
の
底
に
入
り

ぬ
れ
ば
・
・
や
…

ワ
キ
（
カ
ヵ
ル
）
「
ふ
し
ぎ
や
な
．
…
：

ツ
レ
「
か
き
昏
ら
す
心
の
闇
に
…
・
・
・

シ
テ
「
げ
に
や
昔
に
業
平
も
：
…

ワ
キ
「
よ
し
夢
な
り
と
も
…
…

シ
テ
「
い
で
ｊ
く
、
昔
を
現
さ
ん
と

錦
木

〔
出
端
〕

ツ
レ
（
カ
ヵ
ル
）
「
い
か
に
御
僧

た
つ
と
の
御
法
や
な
。

之
舞
が
黄
鐘
と
な
っ
て
い
る
。

い
ま
一
曲
、
松
虫
が
錦
木
と
同
じ
扱
い
で
黄
鐘
早
舞
で
あ
る
（
敦
盛
・

生
田
敦
盛
の
黄
鐘
早
舞
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
措
く
）
・
松
虫
が
多
少
都
会
的
風
貌

紫
の
澪
ら

ツ
レ
を
先
に
立
て
、
シ
テ
が
そ
の
後
に
立
つ
型
共
通

角
へ
ノ
リ
込
、
正
へ
ウ
ヶ
、
下
ヲ
見
、
左
廻
一
順
へ

ワ
キ
ヘ
向
ク
型
共
通

徴
悔
の
昔
語
り
共
通

荘
子
の
故
事
、
業
平
の
歌
を
引
く
、
文
辞
上
の
あ
そ

び
共
通

考

1
（
表
Ｉ
）
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を
呈
し
、
錦
木
が
野
趣
を
帯
び
る
と
い
う
違
い
は
、
む
し
ろ
、
両
曲
そ
れ
ぞ
流
で
は
、
松
虫
は
い
わ
ゆ
る
別
能
で
、
江
戸
時
代
、
江
戸
の
観
世
流
で
は
行

れ
の
存
在
理
由
で
あ
っ
て
、
風
趣
は
あ
い
通
ず
る
。
風
体
も
ま
っ
た
く
同
じ
。
わ
れ
て
い
ず
、
し
た
が
っ
て
観
世
大
夫
の
耆
上
に
は
見
え
ず
、
在
京
観
世
流

蓮
奥
集
で
は
松
虫
に
痩
男
の
演
出
が
あ
っ
て
、
前
述
錦
木
の
元
禄
上
梓
の
謡
者
の
も
っ
ぱ
ら
行
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、
伝
承
の
断
続
は
い
か
ん
と
も

本
な
ど
の
記
載
と
対
応
す
る
。
八
帖
本
に
も
、
「
両
座
（
筆
者
註
。
観
世
と
金
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
初
代
梅
若
実
翁
あ
た
り
の
、
感
覚
的
復

春
）
の
対
の
能
」
と
し
て
、
「
錦
木
と
松
虫
」
と
見
え
る
ほ
か
、
元
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
代
梅
若
万
三
郎
氏
に
拠
れ
ば
、
梅
若

⑧

○
錦
木
の
雌
、
男
の
霊
と
之
を
云
ふ
…
…
舞
の
事
、
薄
（
筆
者
註
。
松
虫
）
系
統
で
は
、
一
調
以
外
あ
ま
り
出
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
現
今
の
一
般
の
演
出

の
舞
と
同
前
な
り
。
右
二
番
は
太
鼓
な
き
舞
の
中
に
て
の
急
な
り
。
切
で
は
、
歓
盃
の
遊
楽
遊
舞
で
あ
り
、
側
が
か
り
で
舞
っ
た
り
、
目
に
泥
の
は

は
い
か
に
も
舞
の
位
よ
り
引
は
へ
て
、
乗
り
て
、
軽
く
花
や
か
に
雛
す
い
っ
た
面
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

⑨

く
し
。
必
ず
舞
ひ
過
ぎ
て
、
舞
に
草
疲
れ
て
弛
む
も
の
な
り
。
よ
く
心
最
近
、
観
世
寿
夫
氏
の
童
子
系
の
面
を
か
け
た
松
虫
の
写
真
を
見
た
。
元
禄

懸
く
く
し
・
・
…
・
錦
木
・
松
虫
の
切
抜
か
り
候
ひ
て
は
太
夫
舞
は
れ
ぬ
能
十
二
年
、
小
河
多
左
衛
門
刊
行
の
頭
註
付
き
謡
本
（
前
述
の
元
禄
四
年
刊
行
頭

に
て
候
。
註
本
に
対
応
す
る
外
組
）
に
、
「
若
男
」
と
見
え
て
い
る
。
そ
ろ
そ
ろ
演
出
の

○
松
虫
の
雛
の
事
。
錦
木
と
同
前
な
り
。
：
…
舞
は
急
の
舞
な
り
。
同
じ
固
定
期
に
は
い
る
こ
の
頃
に
行
わ
れ
た
処
置
の
一
つ
で
あ
る
。

く
切
は
舞
の
位
よ
り
弛
み
候
は
い
や
う
に
心
が
く
鐙
へ
し
。
沢
山
に
花
や
、
花
伝
で
は
、
神
の
舞
が
し
ぜ
ん
鬼
が
か
り
に
な
る
の
を
、
舞
が
か
り
に
演

か
に
打
つ
べ
し
。
じ
よ
う
と
す
る
努
力
が
う
か
が
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
き
に
、
わ
た
し
は
、

な
ど
と
記
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
、
関
西
の
森
田
流
（
笛
）
で
は
、
松
虫
の
舞
高
砂
や
融
の
現
在
残
る
急
調
オ
ロ
シ
抜
き
の
側
が
か
り
の
異
演
出
に
古
体
を

に
二
段
オ
ロ
シ
を
吹
か
な
い
・
大
小
鼓
は
オ
ロ
シ
を
打
っ
て
も
、
笛
は
地
ぱ
し
の
ん
だ
。
神
の
舞
、
公
家
の
舞
は
惣
じ
て
鬼
の
舞
に
発
し
て
い
た
。
こ
こ

か
り
吹
き
続
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
オ
ロ
シ
と
は
、
い
わ
ば
、
舞
の
舞
た
る

に
い
う
錦
木
・
松
虫
は
、
通
小
町
・
船
橋
と
い
っ
た
霊
の
鬼
の
物
真
似
能
に

と
こ
ろ
で
、
地
は
神
舞
・
男
舞
な
ど
み
な
同
じ
で
、
オ
ロ
シ
が
特
徴
的
な
の

発
し
、
そ
れ
を
歓
喜
・
追
憶
の
遊
舞
と
い
う
か
た
ち
で
、
舞
が
か
り
に
彩
っ

だ
。
地
は
、
龍
神
な
ど
の
舞
働
に
さ
え
吹
く
。
し
か
る
に
、
松
虫
は
二
段
オ
た
も
の
だ
が
、
や
は
り
、
鬼
が
か
り
の
古
体
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
ロ
シ
を
抜
く
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
森
田
光
風
氏
は
「
昔
は
カ
ヶ
リ
（
筆

Ⅳ
「
融
」
以
外
の
公
家
（
早
舞
）
物
の
沿
革

者
註
。
ハ
タ
ラ
キ
と
い
う
と
ほ
ぼ
同
義
）
で
あ
っ
た
の
が
後
世
、
舞
と
な
っ

⑦

た
も
の
で
あ
る
」
か
ら
だ
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
観
世
流
で
も
、
梅
若
系
統
小
論
Ｉ
で
は
、
現
行
曲
融
の
素
性
を
調
慧
へ
た
の
だ
が
、
融
の
ほ
か
に
、
公

の
演
出
で
は
、
「
鬼
の
舞
」
と
称
え
て
、
位
な
く
急
調
で
あ
る
。
た
だ
観
世
家
の
早
舞
物
と
し
て
、
玄
象
（
絃
上
）
と
須
磨
源
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
海
士
。



｜
ｄ
｜
元
禄
蛇
・
小
河
・
観
・
外

｜
哩

当
麻
は
、
現
在
、
早
舞
物
で
あ
っ
て
も
、
公
家
物
で
は
な
い
。
こ
の
二
曲
の

後
段
は
、
風
体
上
、
構
成
上
共
通
し
、
イ
メ
イ
ジ
に
お
い
て
、
か
な
ら
ず
し

も
重
な
り
合
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
姉
妹
曲
と
い
っ
て
い
い
。
そ

し
て
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
、
類
型
を
や
や
異
に
す
る
の
で
、
い

ま
は
触
れ
な
い
・

近
世
、
玄
象
・
須
磨
源
氏
二
曲
は
か
な
ら
ず
し
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
曲
で
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
統
一
が
行
わ
れ
ず
、
‐
そ
れ
が
か
え
っ
て
、

資
料
的
に
役
立
つ
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

観
世
流
に
お
い
て
、
玄
象
は
寛
文
の
言
上
に
は
な
く
、
江
戸
後
期
以
来
、

弱
法
師
・
七
騎
落
を
加
え
て
三
曲
、
外
組
一
般
曲
と
は
少
し
違
っ
た
扱
い
を

し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
十
一
年
山
本
長
兵
衛
か
ら
刊
行
し
た
観
世
流

外
組
以
来
、
昭
和
十
四
年
観
世
左
近
（
元
滋
）
校
訂
の
大
成
版
が
刊
行
さ
れ

る
ま
で
、
外
組
五
番
綴
り
最
終
巻
に
三
曲
だ
け
を
収
め
る
。
そ
の
ほ
か
、
型

し

貞
享
４
・
山
長
・
下
・
小

謡

天
和
３
．
山
長
・
観

貞
享
３
．
六
徳
・
外

『

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

外

中
本

玄
象
（
玄
上
・
絃
上
）

ハ
タ
ラ
キ

｜
〈
タ
ラ
キ

働
働
（
早
舞
又
〈
舞
働
事
也
、
舞
働
之
時
ハ
ッ
レ
出

羽
二
而
出
ル
シ
テ
早
笛
二
而
出
ル
）

働
（
太
コ
ー
セ
ィ
）
面
ア
ク
尉
・
白
垂
・
唐
冠
・

狩
衣
・
大
口
・
コ
シ
オ
ビ
・
扇
」
師
長
立
楽
屋

へ
入
、
跡
に
て
シ
テ
ト
龍
神
ト
マ
イ
ト
ム
ル

付
で
、
三
曲
を
末
尾
に
置
く
も
の
（
徳
奥
集
な
ど
）
、
三
曲
を
逸
す
る
も
の

（
片
山
家
伝
の
一
本
な
ど
）
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
後
人
加
筆
の
型
付
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
別
能
二
十
八
番
の
型
付
の
く
わ
し
い
関
西
で
も

玄
象
は
遠
い
曲
だ
っ
た
）
。
宝
生
流
で
も
享
保
二
年
に
演
目
に
組
み
入
れ
て
い

⑪
る
。

須
磨
源
氏
は
、
五
音
に
作
曲
者
を
付
さ
ず
に
「
是
ハ
ッ
ノ
ク
’
一
ス
マ
ノ
ウ

ラ
ー
こ
と
前
シ
テ
の
サ
シ
を
挙
げ
（
談
儀
に
も
音
曲
の
こ
と
を
述
、
へ
た
く
だ
り
に

⑩

引
い
て
い
る
）
、
世
阿
作
ら
し
い
の
だ
が
、
か
な
り
改
作
を
経
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
で
は
、
前
述
の
松
虫
と
同
じ
別
能
で
、
観
世
流
内
に⑪

お
い
て
、
本
文
や
演
出
の
異
同
が
著
し
い
。
宝
生
流
は
天
明
四
年
組
み
入
れ
、

⑫

喜
多
流
は
江
戸
期
に
中
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
家
元
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず

る
家
家
の
扱
い
は
と
も
か
く
、
町
人
衆
な
ど
趣
味
家
の
需
要
に
応
え
て
耆
建

が
刊
行
し
た
謡
本
群
に
は
、
両
曲
は
し
ば
し
ば
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

中
よ
り
早
キ
舞
也

面
中
将
・
黒
頭
・
狩
衣
・
指
貫
・
腰
帯

扇

弁

〈
タ
ラ
キ

声

磨
三

三

源

氏’



い
ま
、
両
曲
の
演
出
の
変
遷
を
見
る
た
め
、
古
謡
本
の
記
載
、
な
い
し
書

き
込
み
を
一
覧
表
に
し
て
み
た
（
表
，
）
。

こ
れ
を
一
見
し
て
、
両
曲
と
も
、
本
来
働
で
あ
り
、
江
戸
期
に
も
な
お
そ

の
演
出
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
融
は
そ
の
叙
情
的
な
性
格
か
ら
、

ｈ
●
。
Ⅱ
Ａ

①
一
Ｉ
Ｉ
Ｊ

k hgf （

．
中
は
中
版
、
小
は
完
曲
を
収
め
る
小
型
機
本
、
雛
は
難
子
ど
こ
ろ
の
み
収
め
る
中
型
柚
本
。

．
内
は
内
組
、
外
は
外
組
。

（
）
内
は
書
き
込
み
。

空
欄
は
所
収
し
な
い
も
の
。

六
徳
は
西
森
六
兵
衛
・
吉
田
徳
兵
衛
刊
唇

観
は
観
世
流
謡
本
、
下
は
下
懸
り
謡
本
。

山
長
は
山
本
長
兵
衛

ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
は
年
代

宝
永
２
・
宣
風
坊
・
下
・
小

正
徳
４
・
谷
口
ら
・
下
・
外

享
保
血
・
西
村
ら
・
下
・
雌
・
外

宝
暦
胆
・
松
村
ら
・
観
・
嗽
・
外

寛
政
皿
・
山
長
・
観
・
外
・
聯

享
和
１
・
越
後
屋
ら
・
観
・
難
・
外

天
保
皿
・
山
長
・
観
・
嗽
・
外

吉
田
徳
兵
衛
刊
行
の
い
わ
ゆ
る
六
徳
本
（
識
語
に
「
下
懸
」
と
記
す
が
、
金
春
流
本
家
系
謡
本
で
あ
る
）
。

｜
働
（
早
舞
）

側
（
ハ
ャ
マ
イ
）

唐
芯
・
法
被
・
半
切
・
腰
帯
・
扇

言
早
舞

一
例
（
ハ
ャ
マ
イ
）

｜
〈
タ
ラ
キ

ー
舞

一
早
舞

一
ハ
タ
ラ
キ

す
で
に
童
舞
抄
に
お
い
て
、
舞
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
位
は
「
急
の

急
」
で
あ
り
、
古
体
は
は
っ
き
り
残
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
幽
玄
」

に
、
「
ゆ
る
ノ
く
、
と
ま
ふ
心
持
」
を
強
調
し
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
融
が

比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
た
め
に
昇
華
が
早
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三

四

／

（
表
Ｉ
）

、



わ
た
し
の
目
に
触
れ
た
範
囲
で
は
、
後
世
の
も
の
で
、
小
書
に
よ
る
特
殊
な

働
以
外
に
、
融
の
働
は
な
い
。
二
曲
は
昇
華
が
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
玄

象
は
、
し
か
し
、
こ
こ
に
表
わ
れ
た
以
前
に
、
す
で
に
舞
の
演
出
が
あ
っ
た
。

⑬

喜
多
流
伝
書
の
つ
ぎ
の
記
載
が
目
を
引
く
。

、
、

一
絃
上
黒
頭
唐
冠
に
て
サ
ラ
リ
と
し
た
る
神
舞
或
は
舞
働
一
一
モ
両

、
、
、
、
、
、
、

様
ナ
リ
ト
ゾ
、
常
憲
院
様
（
註
、
綱
吉
）
依
御
物
数
奇
、
初
冠
サ
シ
ヌ
キ
早

、
、

舞
、
只
今
ノ
通
可
仕
由
被
仰
付
候
、
当
時
〈
諸
流
共
に
中
将
に
て
致
す
也

喜
多
流
で
は
常
憲
院
網
吉
と
三
代
宗
能
と
の
好
み
か
ら
、
現
在
の
風
体
に
よ

る
早
舞
物
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
黒
頭
・
唐
冠
の
鬼
が
か
り
を
、
初
冠
・
指

貫
・
中
将
の
公
家
が
か
り
に
改
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
は
、

能
じ
た
い
の
自
己
運
動
に
加
え
て
、
当
時
の
歴
史
社
会
的
環
境
、
元
亀
・
天

正
を
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
世
を
支
配
し
た
泰
平
ム
ー
ド
の
好
み
を
も
感
ず
る

の
だ
。
し
か
し
、
正
徳
年
間
に
も
、
面
は
知
ら
ず
、
い
ま
だ
唐
冠
・
法
被
・

半
切
が
残
り
（
ｆ
）
、
天
保
に
降
っ
て
も
、
ま
だ
働
が
残
っ
て
い
る
の
だ
（
ｋ
）
。

元
禄
の
も
の
に
悪
尉
・
白
垂
・
唐
冠
・
狩
衣
と
あ
る
の
も
特
異
な
観
が
あ
る

（
ｄ
）
。
こ
の
風
体
で
働
な
ら
、
玉
井
の
ご
と
く
、
ず
っ
し
り
と
し
た
位
で

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
楽
で
も
ふ
さ
わ
し
い
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、

こ
の
三
資
料
と
も
、
か
な
ら
ず
し
も
、
刊
行
の
時
期
に
そ
の
演
出
で
あ
っ
た
と

は
い
え
な
い
。
当
時
の
家
元
あ
る
い
は
本
格
的
な
楽
師
の
編
纂
に
か
か
る
も

の
で
な
く
、
多
分
に
耆
建
が
資
料
を
探
索
し
、
み
だ
り
に
用
い
た
形
迩
が
な

い
で
は
な
い
（
ｄ
な
ど
そ
の
可
能
性
が
十
分
で
あ
る
）
し
、
ｋ
は
、
宝
暦
版
の
後
刷

り
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
根
拠
の
な
い
記
載
と
は
い
え
な
い
。

た
だ
年
代
と
、
各
害
奥
付
け
に
い
う
ご
と
き
素
性
と
は
、
真
偽
の
問
題
を
残

ゞ
鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
玄
象
の
働
は
か
な
ら
ず
し
も
村
上
天
皇
が

演
ず
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
ｃ
・
ｄ
の
記
載
や
書
き
入
れ
で
は
、
龍
神
が
働
く

か
、
村
上
天
皇
と
龍
神
と
が
、
働
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
を
相
舞
し
た
の
で
あ

る
。
ｃ
の
書
き
入
れ
に
拠
れ
ば
、
龍
神
が
シ
テ
、
村
上
が
ツ
レ
で
あ
る
。
宝
生

流
で
は
、
近
年
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
、
村
上
が
シ
テ
、
龍
神

は
ツ
レ
、
そ
し
て
側
は
発
生
的
に
は
ツ
レ
の
龍
神
の
役
で
あ
っ
た
と
、
わ
た

し
は
考
え
る
。
現
在
、
観
世
に
行
わ
れ
る
玄
象
「
働
之
伝
」
で
、
村
上
が
あ

の
風
体
で
側
を
舞
う
の
は
、
お
ち
つ
か
な
い
。
た
だ
章
句
か
ら
い
け
ば
、
前

掲
喜
多
流
伝
書
の
ご
と
く
、
村
上
の
所
作
で
あ
る
。
能
勢
朝
次
博
士
は
玄
象

の
原
曲
を
「
與
福
寺
東
金
堂
細
灸
要
記
抄
録
」
貞
和
五
年
の
条
に
見
え
る

「
テ
ン
カ
ク
カ
タ
ノ
ノ
ウ
ノ
シ
タ
イ
ノ
事
」
中
、
「
〈
シ
メ
ノ
ヲ
モ
サ
ル
カ

．
⑭

ウ
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
植
木
行
宣
氏
は
、
む
し
ろ
、
「
多
武
峯
延
年
詞

章
」
に
見
え
る
大
風
流
「
旅
承
武
琵
琶
曲
事
」
が
、
玄
象
と
発
想
を
同
じ
く

⑮

す
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
系
統
の
筋
書
き
は
伝
説
に
も
珍
し
く
な
く
、

古
芸
能
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
ど
れ
に
取
材
し
た
か
は
、
か
ん
た
ん

に
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
舞
台
上
の
構
成
、
な
か
ん
ず
く
後
段
の
そ
れ
に

関
し
て
は
、
延
年
芸
能
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
は
疑
い
を
挿
む
余
地
な
く
、
龍

神
は
〈
シ
リ
モ
ノ
で
あ
り
、
げ
ん
に
、
〈
シ
リ
の
ハ
ヤ
シ
で
発
場
さ
せ
て
よ

い
の
だ
。
左
吉
流
太
鼓
方
は
「
早
笛
（
筆
者
註
。
笛
の
譜
ほ
ハ
シ
リ
と
同
じ
）
一

段
、
仕
手
ナ
レ
バ
ニ
段
一
一
モ
」
と
し
て
い
る
。
ツ
レ
な
ら
ば
、
当
然
、
ハ
シ

リ
で
あ
る
べ
き
で
、
こ
れ
は
、
シ
テ
・
ツ
レ
の
役
柄
が
入
れ
か
わ
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
行
わ
れ
た
改
変
で
あ
る
。
因
み
に
、
竹
生
島
の
龍
神
は
、
現
在
の
浪

出
で
は
シ
テ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
金
剛
や
喜
多
の
行
う
「
女
躰
」
の
小
言
で

三
五



は
ツ
レ
で
あ
る
。
こ
の
小
髻
じ
た
い
、
中
興
の
創
作
と
い
え
る
の
だ
が
、
立

て
ま
え
か
ら
は
、
龍
神
は
弁
財
天
の
使
い
も
の
、
ハ
シ
リ
で
あ
る
は
ず
だ
。

も
し
延
年
芸
能
な
ら
ば
、
延
喜
帝
、
現
在
の
ワ
キ
大
臣
の
主
君
が
大
臣
た
ち

を
引
き
つ
れ
て
登
場
し
、
弁
財
天
や
龍
神
か
ら
の
祝
福
を
受
け
る
と
い
う
手

は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
村
上
の
風
体
と
舞
と
の
公
家
化
、
幽
玄
化
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

須
磨
源
氏
は
ｄ
に
お
い
て
、
す
で
に
面
中
将
・
狩
衣
（
お
そ
ら
く
単
狩
衣
で

あ
ろ
う
）
・
指
貫
で
あ
り
な
が
ら
、
鬼
が
か
り
の
黒
頭
を
か
ぶ
る
の
が
風
体

上
お
も
し
ろ
い
。
後
の
融
の
白
式
は
こ
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。
「
中
よ
り
‐
｜
と

あ
る
の
は
、
太
鼓
の
打
込
の
中
よ
り
の
意
で
、
い
わ
ゆ
る
「
破
ガ
カ
リ
」
で

あ
ろ
う
か
。
「
早
舞
」
と
、
舞
の
類
型
を
い
わ
ず
に
、
「
早
キ
舞
」
と
具
体
的

に
い
っ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
い
っ
た
い
、
早
舞
と
は
そ
の
名
の
ご
と
く
、

早
き
舞
で
あ
っ
て
、
責
め
か
け
、
操
み
よ
せ
る
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
舞
を
幽
玄
化
し
よ
う
と
す
る
意
は
、
前
述
の
八
帖
本
の
融
の
く
だ
り
に
見

ら
れ
た
。
ま
た
八
帖
本
に
は
こ
う
い
う
。

早
舞
の
心
持
、
早
き
能
に
は
、
万
の
調
子
甲
り
た
が
り
、
い
と
ご
能
の

早
き
に
調
子
も
甲
り
、
鼓
も
競
い
か
け
て
打
ち
候
へ
ば
、
立
て
板
に
水
を

流
す
が
如
し
。
能
く
乗
り
候
へ
ど
も
位
違
ふ
事
あ
り
。
笛
も
調
子
を
含
ま

せ
、
謡
も
調
子
を
乙
ら
し
、
大
小
も
心
に
陰
を
持
ち
手
に
は
陽
を
打
ち
候

へ
ぱ
、
己
と
善
き
加
減
に
早
く
な
り
、
本
の
位
に
ゆ
く
も
の
な
り
。

「
早
キ
舞
」
と
は
、
こ
の
息
づ
か
い
を
い
ま
だ
伝
え
て
い
た
と
見
て
い
い
の

で
あ
る
。

金
剛
流
の
み
に
あ
る
松
山
天
狗
と
い
う
曲
は
、
上
田
秋
成
の
雨
月
物
語
の

「
白
峯
」
と
同
じ
筋
立
て
を
持
つ
。
こ
の
曲
の
シ
テ
崇
徳
院
の
亡
霊
の
舞
う

の
が
早
舞
で
あ
る
（
と
き
と
し
て
楽
に
す
る
こ
と
‐
も
あ
る
）
。
崇
徳
院
の
霊
が
閻

浮
に
帰
っ
て
夜
遊
を
な
す
う
ち
、
そ
の
陵
に
詣
で
る
も
の
と
て
な
く
、
荒
れ

果
て
た
の
を
、
憤
り
狂
う
と
こ
ろ
へ
、
天
狗
が
二
頭
、
早
笛
で
現
わ
れ
、
叡

慮
を
慶
め
る
の
で
あ
っ
て
、
玄
象
と
、
そ
の
構
成
は
似
て
い
る
。
高
貴
な
人

体
が
怒
ら
ん
と
す
る
風
情
、
早
舞
の
演
出
と
な
る
。

ま
た
雷
電
は
官
亟
相
が
死
後
い
か
ず
ち
と
な
っ
て
内
裏
を
襲
う
と
い
う
筋

だ
が
、
「
宝
生
流
で
は
、
徳
川
時
代
、
そ
の
有
力
な
る
保
護
者
加
賀
前
田
侯

が
菅
公
の
後
で
あ
る
の
で
、
そ
の
祖
神
を
雷
電
と
す
る
こ
と
を
障
っ
て
、
後

⑯

段
を
全
く
作
り
か
へ
、
題
名
も
〔
来
殿
〕
と
書
き
か
へ
た
」
も
の
で
あ
っ
て
、

金
剛
流
の
妻
戸
と
同
じ
く
、
早
舞
を
舞
う
。
怒
れ
る
姿
を
高
雅
な
人
体
に
昇

華
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
風
趣
は
、
や
は
り
、
早
舞
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
江
戸
時
代
の
プ
レ
イ
ヤ
ァ
た
ち
が
、
い
み
じ
く
も
鬼
か
ら
公
家
へ
の
系

譜
を
感
覚
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
手
を
入
れ
て
い
る
の
が
興
味
ぶ

か
い
。古

曲
融
の
大
臣
か
ら
現
行
曲
融
へ
の
変
貌
を
契
機
に
、
古
体
の
鬼
か
ら
高

貴
な
公
家
の
風
体
ま
で
、
そ
の
軌
跡
を
た
ど
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
歴
史
的
変
貌
の
諸
相
は
複
雑
・
多
岐
で
あ
り
、
記
述
が
や
や
前
後

し
、
曲
折
し
た
う
ら
み
が
あ
る
。
た
だ
、
曲
ど
う
し
が
、
お
た
が
い
に
引
っ

ぱ
り
合
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
理
由
を
得
て
い
る
、

あ
と
が
き

一
二
一
ハ

上
田
秋
成
の
雨
月
物
語
の



そ
の
糸
の
脈
絡
は
た
ど
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
を
し
て

み
て
、
黄
鐘
・
盤
渉
を
含
め
た
早
舞
物
は
、
前
稿
「
大
和
申
楽
の
芸
質
」
に

語
っ
た
も
の
ま
ね
か
ら
幽
玄
へ
の
演
能
思
潮
に
よ
っ
て
、
鬼
の
風
体
が
昇
華

し
た
結
果
的
産
物
で
あ
る
こ
と
が
、
系
譜
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
気

が
す
る
。

明
日
の
能
へ
の
裏
づ
け
と
し
て
、
演
出
史
を
踏
ま
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

諸
種
の
資
料
を
し
て
、
そ
の
事
実
と
演
能
意
識
の
流
れ
を
語
ら
せ
る
こ
と
が
、

そ
の
主
た
る
作
業
と
な
る
。
そ
の
、
直
接
事
実
を
語
る
、
へ
き
資
料
を
欠
く
の

が
、
本
稿
の
場
合
、
古
曲
融
で
あ
る
。
そ
の
風
体
に
つ
い
て
断
篇
的
に
語
ら

れ
た
談
儀
の
二
箇
所
の
記
載
に
留
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
も
見
ら
れ
な
い
。
わ
た

し
は
、
か
な
り
大
胆
な
憶
断
を
試
み
た
。
大
方
の
ご
批
判
を
待
つ
も
の
で
あ

る
。

注

①
本
誌
一
四
号
所
収
、
拙
稲
「
大
和
申
楽
の
芸
質
」
（
上
）
参
照
。

②
現
行
下
懸
り
の
船
橋
が
こ
れ
で
あ
る
。

③
「
六
平
太
芸
談
」
（
旧
版
）
四
四
頁
。

④
本
誌
一
五
号
所
収
、
拙
稿
「
大
和
申
楽
の
芸
質
」
（
中
）
参
照
。

鬼
か
ら
公
家
へ
（
下
）

⑤
「
｝
一
シ
木
些
ミ
チ
ノ
ク
ノ
シ
ノ
ブ
」
（
五
音
）
。

「
錦
木
の
初
め
の
謡
『
く
や
し
き
頼
み
』
の
『
き
』
当
ら
ぬ
也
。
直
に
云
。
へ

し
。
い
・
た
は
り
て
云
所
を
似
す
る
程
に
、
延
ぶ
る
也
」
（
談
儀
）
。

⑥
森
田
光
風
蒋
「
要
技
類
従
」
一
’
五
五
頁
・
六
’
四
八
頁
。

⑦
森
田
光
風
著
「
要
技
類
従
」
八
’
一
二
一
頁
。

⑧
「
万
三
郎
芸
談
」
一
二
八
頁
。

⑨
「
観
世
」
昭
和
三
七
年
一
月
号

⑩
「
『
光
源
氏
と
名
を
呼
ぱ
る
』
、
此
『
と
』
文
字
、
律
に
て
突
く
、
へ
し
。
同
じ
声

に
て
は
突
く
ゞ
へ
か
ら
ず
。
南
阿
弥
陀
仏
、
面
白
し
と
い
は
れ
し
節
也
」
。

⑪
表
章
著
「
鴻
山
文
庫
本
の
研
究
」
謡
本
之
部
四
七
七
頁
。

⑫
「
須
磨
源
氏
此
能
は
祐
山
様
御
時
代
流
儀
に
有
之
、
長
寛
公
（
註
、
四
代
目
）

長
経
公
（
註
、
五
代
目
）
共
御
勤
被
成
し
也
、
其
後
中
絶
に
及
へ
り
、
故
有
て
近

来
始
る
」
（
喜
多
流
伝
書
。
高
林
吟
二
箸
「
芸
道
読
本
」
第
二
巻
に
拠
る
）
。

⑬
高
林
吟
二
著
「
芸
道
読
本
」
第
二
巻
に
拠
る
。

⑭
「
能
楽
源
流
考
」
三
六
○
・
三
六
二
・
三
六
四
頁
。

⑮
「
風
俗
」
第
二
巻
第
四
号
所
収
、
植
木
行
宣
「
延
年
芸
能
の
展
開
」
二
六
頁
。

⑯
佐
成
謙
太
郎
著
「
謡
曲
大
観
」
第
五
巻
三
三
三
三
頁
。

○
本
稿
に
引
用
し
た
面
・
装
束
付
に
関
し
て
、
中
村
保
雄
氏
に
ご
教
示
を
受
け
ま

し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
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