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連
盟
の
皆
様
に
、
ま
ず
も
つ
て
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま

す
。
こ
の
横
浜
能
楽
堂
が
出
来
ま
し

た
の
は
、
横
浜
能
楽
連
盟
の
皆
様
方

の
並
々
な
ら
ぬ
お
力
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
初
代
の
館
長
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し

た
か
ら
は
、
何
と
か
そ
れ
に
お
応
え

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
ま
で

懸
命
に
、
文
字
通
り
無
我
夢
中
で
や

つ
て
参
り
ま
し
た
。

幸
い
、
色
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
取
り

上
げ
ら
れ
、
今
や
注
目
の
的
に
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

只
今
、
新
堀
会
長
は

″
日
本

一
″

と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
無
論
、　
″
日

本

一
″
を
目
指
し
て
努
力
し
て
お
り

横
浜
能
楽
堂
　
館
長

山
　
崎

有

一
郎

ま
す
。
と
も
か
く
他
の
能
楽
堂
で
は

や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
積
極
的

に
実
行
し
て
行
こ
う
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
こ
の
場
を
借
り
、
い
っ
そ
う

の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

一
例
え
ば

「能
の
会
が
あ
る
が
観
に

行
か
な
い
か
？
」
と
言
う
と
、
「お
能

か
、
あ
ん
な
眠
く
て
退
屈
で
、
つ
ま

ら
な
い
も
の
は
、
ど
う
も
…
…
」
と

言
う
の
で
、
能
を
観
た
こ
と
が
あ
る

か
尋
ね
る
と
、
コ

遍
も
観
た
こ
と

は
な
い
」
と
返

っ
て
来
る
。

一
遍
も
観
た
こ
と
の
な
い
人
が
、

こ
う
言
う
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ど

う
も
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
ね
。
何
処

か
で
間
違

っ
た
先
入
主
が
、
こ
う
し

頭
Ｌ
特
覇
ま
っ

た
、
五
十

一
回
か
ら
は
、
少
し
や
り

方
を
変
え

て
継
続
し
て
行
く
わ
け
で

協
脚
雑
討
齢
Ｆ
い
ず
は
無
れ
薇
証
∝

た

″
食
わ
ず
嫌
単
″
を
作

っ
て
し
ま

し っ
一
中

持 で で
っ 是 し
て 非 ょ

』
鋼

浸
い

″ ″
翻
津
嘲

は
ど
う
し
た
ら
静
楽
堂

へ
足
を
運
ん

で
頂
け
る
か
、
そ
こ
か
ら
の
出
発
で

し

「
た

Ｆ
・と
は
何
一

？
」

と
い
つ
た
本

質
的
な
こ
と
よ
り
、
ま
ず

「能
楽
堂

に
足
を
運
ん
で
箕
お
う
」
と
い
う
狙

ぃ
わ
峙
鰤
¨
織
い
は
」
け
げ

ろ
い
ろ

ぃ
当 っ
に
鯵
］
竃
纂
賊
謬
認
麒
な
碑
畔

¨

「 で
ｒ

出 ″
嘲
『
導
剌
シ
晟
卸
れ
鋒

つ 法

則
に
い

・ た 身
は

誌
「中

″ 負
［
』
け
一
】
一

籍
の
″
書
名
″
で
、
パ
ー
ッ
と
ぶ
っ

つ
け
て
注
目
さ
せ
る
。
中
身
を
見
て

か
ら
買
う
人
は

・いな
い
、
見
出
し
。

書
名
だ
け
で
買
与
は
ず
で
す
。

例
え
ば

″
能
楽
史
″
の
講
座
も
、

荷
が
下
ヴ
た
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

今
日
は
、
山
崎
館
長
に

「謡
曲
愛

好
者
の
皆
様
に
望
む
」
と
い
う
お
話

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

山
崎
館
長
の
こ
と
は
、
申
し
上
げ

る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
こ

の
と
こ
ろ
能
楽
堂
は
、
す
ば
ら
し
い

企
画
を
ど
ん
ど
ん
打
ち
出
し
て
お
り

ま
し
て
、
特
に

「秀
吉
が
観
た
卒
塔

婆
小
町
」
と
い
う
大
変
な
実
験
を
さ

れ
ま
し
た
。
四
〇
〇
年
前
の
能
を
こ

の
舞
台
で
完
全
に
再
現
を
さ
れ
た
わ

け
で
す
。

〈
能
楽
史
事
件
簿
〉と
し
て
は
ど
う
か

？
チ
ラ
シ
を
作

っ
た
段
階
で
大
手
出

版
社
三
社
か
ら
「本
に
纏
め
た
い
」
と

申
し
出
て
き
た
の
に
は
、
ま
さ
か
と

驚
き
ま
し
た
。
し
か
も
最
も
そ
れ
ら

し
か
ら
ぬ
岩
波
書
店
が
加
わ

っ
て
い

た
の
に
は
、
心
底
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

嬉
し
い
こ
と
で
す
。
結
局
、
岩
波

か
ら
出
版
さ
れ
、
上
々
の
売
れ
行
き

で
ほ
っ
と
し
て
お
り
ま
す
。
無
論
、

講
座
そ
の
も
の
も
面
白
か
っ
た
の
で

す
が
、
本
に
な

っ
て
か
ら
読
む
と
ま

た
違
う
意
味
で
の
面
白
さ
が
加
わ
っ

て
、
良
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
私
共
の
仕
事
は
後
に
残
ら

な
け
れ
ば
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
、
瞬

間
的
に
全
部
な
く
な

っ
て
し
ま
う
仕

事
で
す
か
ら
、
せ
め
て
こ
う
い
う
形

で
な
り
と
も
、
残
し
て
置
き
た
い
と

い
う
＞」
と
で
す
。

こ
こ
で
、
皆
さ
ん
に
お
礼
を
兼
ね

て
一
つ
私
が
下
手
な
撹
辞
を
謡
っ
て

見
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

へ
紅
葉
山
閑
か
に
て
。
影
を
映
せ
る

ま
た
、
狂
言
の
世
界
で
仲
々
普
通

の
舞
台
で
は
見
れ
な
い
特
殊
な
も
の

を
次
か
ら
次
へ
と
や
っ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
し
て
、
今
や
横
浜
能
楽
堂

は
日
本

一
の
企
画
力
と
実
績
を
も
っ

た
能
楽
堂
に
発
展
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
は

一
に
山
崎
館
長
の
深
い
ご
造

詣
と
経
験
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
今
日
の
お
話
は
、

大
変
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

能
楽
堂
。
命
の
う
ち
に
通
は
ん
と
。

市
内
市
外
よ
り
。
貴
賎
男
女
の
隔

て
な
く
。
げ
に
や
普
段
着
の
。
襟

に
印
の
花
を
付
け
。
能
楽
堂
さ
し

て
集
ひ
来
る
。
市
民
の
心
あ
り
が

た
や
市
民
の
心
あ
り
が
た
や（拍

手
）

こ
れ
は
ご
存
じ

「高
砂
」
の

「
四

海
波
」
の
替
謡
で
文
句
を
替
え
て
、

即
興
で
作

っ
た
も
の
で
す
。

恥
じ
を
忍
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
し

た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
と
申

し
ま
す
の
は
、
「謡
」
は
ま
ず

〈
節
〉

を
覚
え
る
こ
と
が
先
決
な
の
で
す
。

節
を
正
し
く
謡

っ
て
い
れ
ば
、
文
句

は
自
然
に
付
い
て
く
る
も
の
な
の
で

す
―
こ
れ
は
父

（楽
堂
）
の
口
癖
で

し
た
。

私
は
父
の
命
で
五
歳
の
時
、
名
人

喜
多
六
平
太
の
門
に
入
り
ま
し
た
。

そ
の
時
、
謡
本
に
仮
名
を
振
っ
て
貰

っ
た
の
で
嬉
し
く
て
一
生
懸
命
文
句

を
覚
え
て
い
ま
し
た
ら
、
「文
句
は

ど
う
で
も
よ
い
、
節
を
覚
え
よ
」
と

講演される山崎会長
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言
わ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
節
さ
え

覚
え
で
し
ま
え
ば
、
例
え
文
句
を
忘

れ
て
も
、
イ
ロ
ハ
で
も
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
で

も
謡

っ
て
い
れ
ば
、
必
ず
文
句
は
自

然
に
出
て
来
る
と
い
う
の
で
す
。

私
は
東
京
の
朝
日
新
聞
社
に
入
社

し
て
間
も
な
く
、
支
那
事
変
が
拡
大

し
、
戦
意
高
揚
の
た
め
の
少
年
雑
誌

創
刊
の
た
め
に
、
大
阪
本
社
に
転
任

を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
忘
れ
も
し
な

い
、
昭
和
十
七
年
四
月
十
八
日
の
朝

で
し
た
。
十
七
日
の
夜
行
で
東
京
を

発
ち
、
翌
朝
大
阪
に
着
き
本
社
に
入

っ
た
の
で
す
が
、
間
も
な
く
辺
り
は

騒
然
と
し
て
来
て
、
東
京
か
ら
の
新

転
任
記
者
な
ど
見
向
き
も
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
実
は
東
京
の
初
空
襲
の

あ
と
、
関
西
に
も
警
報
が
轟
い
て
い

た
の
で
し
た
。

そ
う
し
た
騒
ぎ
の
中
で
住
居
を
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
思
案
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
大
先
輩
の
栗
林
貞

一
さ

ん
と
言
わ
れ
る
能
楽
評
論
家
、
実
は

朝
日
の
大
先
輩
、
当
時
は
調
査
部
長

を
し
て
お
ら
れ
た
方
で
す
が
、
入
社

以
前
か
ら
堀
懇
に
し
て
頂
い
て
い
た

の
で
、
早
速
、
家
の
お
世
話
を
し
て

頂
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
又
、　
一
軒

お
い
た
隣
で
し
た
の
で
、
こ
れ
幸
い

と
謡
を
教
え
て
頂
く
こ
と
に
し
た
の

で
す
。

私
の
大
学
の
卒
論
は

『
シ
テ
方
各

流
の
謡
の
相
違
』
で
し
た
の
で
、
各

流
の
稽
古
は
ひ
と
通
り
習

っ
た
の
で

す
が
、
金
剛
流
だ
け
は
師
匠
が
手
近

に
い
な
く
て
習
い
そ
こ
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
栗
林
さ
ん
に

お
願
い
し
た
と
い
う
訳
で
す
。
素
人

師
匠
は
教
え
た
が
る
も
の
な
の
で
、

二
つ
返
事
で
し
た
。
そ
れ
も
、
時
に

は
夫
婦
と
も
ど
も
夕
飯
付
き
の
お
稽

古
で
し
た
。

師
匠
に
は

「君
は
筋
が
い
い
よ
」

な
ど
と
褒
め
て
頂
い
て
い
た
の
で
、

大
い
に
気
を
良
く
し
て
い
た
の
で
す

が
、
夜
勤
で
遅
く
な

っ
た
あ
る
日
、

こ
れ
も
先
輩
の
演
劇
評
論
家
で
学
芸

部
の
デ
ス
ク
を
し
て
お
ら
れ
た
北
岸

佑
吉
氏
か
ら

「君
は
金
剛
を
始
め
た

よ
う
だ
ネ
」
。
「栗
林
さ
ん
に
聞
か
れ

ま
し
た
か
？
」
。
「あ
あ
、
栗
林
さ
ん

が
感
心
し
て
い
た
ヨ
、
さ
す
が
山
崎

君
だ
、
私
が
教
え
る
前
か
ら
コ
ン
ゴ

ウ
流
だ
―
と
言
わ
れ
て
い
た
」
と
言

う
の
で
す
。
皆
さ
ん
お
判
り
で
し
ょ

う
か
？

そ
れ
に
は
、
い
さ
さ
か
面
食
ら
い

ま
し
た
が
、
北
岸
さ
ん
の
奢
り
で
南

へ
繰
り
出
し
メ
ー
ト
ル
を
あ
げ
ま
し

た
。
そ
こ
で
再
び

一
曲
。

へ
酔
う
て
は
帰
る
千
鳥
足
。
酔
う
て

は
帰
る
千
鳥
足
。
周
り
の
友
こ
そ

立
ち
騒
げ
我
が
家
の
妻
の
ふ
く
れ

面
こ
の
夜
何
と
済
ま
さ
ん
。
更
け

行
く
月
こ
そ
哀
し
け
れ
。
酔
も
覚

め
気
味
や
。
先
づ
言
訳
に
心
せ
よ
。

さ
の
み
な
ど
気
お
く
れ
の
憂
き
妻

の
み
ぞ
待
つ
ら
ん
「
鷲
”
》
夜
更

け
の
門
に
わ
が
妻
の
影
を
見
る
こ

そ
苦
し
け
れ
影
を
見
る
こ
そ
苦
し

け
れ
　
　
　
　
　
　
　
（拍
手
）

こ
れ
も
お
馴
染
み

「松
風
」
の
替

謡
で
、
先
に
申
し
た
よ
う
に
、
謡
の

″
節
″
を
ま
ず
覚
え
て
頂
け
ば
、
す

ぐ
に
で
も
謡
わ
れ
る
も
の
で
す
。

私
の
学
生
時
代
は
、
例
の
華
や
か

な
早
慶
戦
で
、
仲
の
良
い
友
人
と
応

援
に
行

っ
た
の
は
よ
い
の
で
す
が
、

こ
の
友
人
は
バ
カ
声
で
応
援
歌
を
歌

う
の
で
す
が
、
こ
れ
が
ま
た
凄
い
音

痴
、
近
所
迷
惑
な
話
で
し
た
。　
一
緒

に
行

っ
た
私
ま
で
白
い
日
で
現
ま
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
そ
の
友
人
を

初
め
て
梅
若
の
能
を
観
に
連
れ
て
行

っ
た
と
こ
ろ
、
滅
法
面
白
が
っ
た
の

に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
何
に
興
味

を
持

っ
た
の
か
聞
い
て
み
ま
す
と
、

鼓
の
音
だ

っ
た
の
で
す
。
四
国
高
松

の
出
で
す
が
、
祖
父
が
宝
生
流
の
謡

を
や
り
、
祖
母
が
小
鼓
を
打

っ
て
い

た
こ
と
を
、
子
供
の
頃
の
耳
の
何
処

か
に
残

っ
て
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。

彼
は
梅
若
武
久
師

（後
の
雅
俊
）

に
つ
き
、
卒
業
迄
に

「小
袖
曽
我
」

と

「小
督
」
の
二
番
の
能
を
勤
め
ま

し
た
。
音
痴
ど
こ
ろ
か
堂
々
た
る
モ

ノ
で
し
た
。

謡
に
は
音
痴
は
な
い
の
で
し
ょ
う

か
？
そ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
？

謡
の
発
声
は
下
腹
に
力
を
入
れ
、

腹
か
ら
声
を
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

一

の
で
、
勢
い
腹
式
呼
吸
で
声
を

一
出
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。
喉
元
で
出
す
小

唄
のよう
な
発
声
で
は
音
痴
に単
り

易
い
の
で
す
が
、
大
き
く
十
分
に
吸

‐まっ鋪
饉
寝
囃
♂
曇
癬

は
な
い」
と
定
義
付
け
ら
れ
る
工
以

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
れ
で
も

「音
痴
の
謡
」
が
あ
る

と
言
う
の
は
、
「本
当
の
声
が
出
て

い
な
い
」
証
拠
で
す
。
″正
し
⊂
声

が
出
せ
れ
ば
音
痴
は
な
い
″
と
言
い

直
せ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。
　
　
　
一

一こ
の
中
に
は
金
春
流
の
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
金
五
流

の
発
声
は
、
「
口
を
大
き
く
横
に
開

抑婢̈一番勒「̈動一『い」中

馬

（弓
川
の
父
）
師
が
保
師
の
■
ろ

に
周
り
、
両
中
指
で
口
を
広
げ

車謡

れすっ一巾梓詢け”時動中裁一一一

ぃなっはけれ彙『にしなければ一な

大弩̈
判げ部”が一』繊はで（ユ融

“鰤疑切鋼嚇鰤費瑚猜、ど瑾“

樹絲つま”哺鋤康議「薇吸いけ襦

が

「天
鼓
」
で
し
た
の
で
、
も
う
ゴ

っ

。

Ｃ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一一一

へ
打
ち
鳴
ら
す
笛
太
鼓
。
打
ち
鳴
ら

す
笛
太
鼓
。
鎮
守
の
森
は
。
ど
ん

ど
こ
。
打
つ
な
り
打
つ
な
り
囃
子

の
音
に
。
舞
ひ
舞
ふ
氏
神
の
祭
の

神
楽
は
面
白
や
　
　
　
（拍
手
）

実
は
学
生
時
代
に
い
ろ
ん
な

″
謡

遊
び
″
を
し
た
も
の
で
す
。
最
も
熱

く
な
っ
た
の
は

「し
り
取
り
謡
」
な

の
で
す
。

こ
れ
は
完
全
に
謡
を
知
っ
て
い
な

い
と
出
来
ま
せ
ん
。　
一
句
謡

っ
た
最

後
を
打
切
に
謡
っ
て
、
次
の
人
に
渡

し
ま
す
。
次
の
人
は
打
切
の
間
に
次

に
付
け
る
謡
の
句
を
考
え
て
継
ぎ
ま

す
。
尤
も
今

「
や
れ
ッ
」
と
言
わ
れ

て
も
出
来
ま
せ
ん
が
…
…
。

そ
れ
に
近
頃
の
謡
会
で
は
見
台
を

使
う
よ
う
で
す
が
、
あ
れ
で
は
謡
会

に
は
な
り
ま
せ
ん
ね
。
見
本

（け
ん

ぼ
ん
）
つ
ま
り
謡
本
を
見
な
が
ら
で

す
か
ら
謡
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

読
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
謡
会
で

な
く
、
読
み
会
で
す
。
　

（笑
い
）

読
む
と
な
る
と
、
舞
台
で
は
禁
制

の
限
鏡
も
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
し
、
謡
本
を
読
む
に
は
背
を
丸
め

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
て
も
背
筋
を

延
ば
し
て
、
腹
か
ら
声
を
出
す
こ
と

な
ど
出
来
ま
す
ま
い
。

〔注
＝
眼
鏡
の
ほ
か
腕
時
計

・
指
輪

・
耳
飾
り
な
ど
も
禁
制
〕

我
々
の
頃
は
す
べ
て
無
本
で
す
。

従
っ
て
役
の
者
は
全
曲
暗
記
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
謡
は
地
謡
ど
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こ
ろ
だ
け
で
良
い
は
ず
で
す
が
、
や

は
り
役
謡
も
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
す
ま
い
。

と
言

っ
て
も
な
か
な
か
完
全
に
は

覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
文
句
を

忘
れ
て
も

〈
″
節
″
さ
え
覚
え
て
い

れ
ば
文
句
は
付
い
て
く
る
〉
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
が
生
き
て
く
る
の
で
す
。

尤
も
今
日
の
、
こ
の
後
の
謡
会
も

見
本
で
し
ょ
う
が
、
仕
方
が
あ
り
ま

せ
ん
ネ
。

次
の
話
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
今

の
ワ
キ
方
下
掛
宝
生
流
の
宝
生
閑
師

の
祖
父

・
新
先
生
は
十
代
宗
家
で
、

近
代
の
名
ワ
キ
師
の
誉
れ
高
い
人
で

し
た
。
師
の
長
男
と
私
は
同
い
年
で

し
た
。
学
校
も
早
稲
田
で

一
緒
で
し

た
が
、
彼
と
は
大
学
の
中
で
会

っ
た

こ
と
は
な
く
、
い
つ
も
喫
茶
店
の
前

を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
時
で
し
た
。

彼
の
名
は
英
（ひ
で
）
、
卒
業
後
間
も

な
く
夭
逝
し
、
彼
の
舞
台
は
遂
に
見

ま
せ
ん
で
し
た
。

息
子
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
の

新
師
に
、
か
の
有
名
な
文
豪
夏
目
漱

石
が
新
師
に
習

っ
て
い
た
の
で
す
。

漱
石

『日
記
』
に
も

「今
日
も
新
来

ら
ず
」
な
ど
と
幾

つ
か
記
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ど
う
や
ら
し
ょ
つ
ち
ゅ

う
稽
古
は
休
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で

す
。
多
分
前
の
晩
、
良
い
所

へ
行
き

帰
ら
れ
な
く
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
頃
、
内
弟
子
に
富
山
か
ら
連
れ

て
き
た
天
才
少
年
で
、
後
で
人
間
国

一宝
にな
った松本謙
三師
ガれ
られ

ま
し
た
。

謙
三
師
の
話
で
は
、
新
師
宅

へ
稽

吉
に
見
え
ら
れ
る
素
人
の
お
弟
子
さ

ん
へ
の
言
い
訳
に
苦
し
み
、
そ
の
上

ぢ
か

内
弟
子
は
師
か
ら
直
に
稽
古
を
受
け

る
の
で
は
な
く
、
廊
下
の
隅
で
素
人

稽
古
を
聞
き
な
が
ら
修
行
し
た
の
だ

と
、
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
松
岡
子
規
や
河
東
碧
梧
桐

も
漱
石
と
同
門

（宝
生
新
門
下
）
で
、

あ
る
時
、
赤
坂
の
星
ヶ
岡
茶
寮
で

一

杯
飲
み
の
謡
会
を
し
て
い
る
時
、
酒

の
上
の
戯
れ
で
新
先
生
は
謡
の
後
、

「舞
え

ッ
」
と
言
わ
れ
咄
嵯
に
ヨ
一笑
」

を
舞

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
時

の
話
を
新
先
生
か
ら
伺
い
ま
し
た
。

、
新
先
生
か
ら

「地
を
お
願
い
し
ま

す
」
と
言
わ
れ
た
お
三
方
、
全
く
地

謡
が
続
か
ず
途
中
で
絶
句
連
発
、
新

先
生
は

「仕
方
が
な
い
か
ら
私
は
謡

い
な
が
ら
舞
い
ま
し
た
」
と
お

っ
し

や
り
な
が
ら

「偉
そ
う
に
仰
る
先
生

方
も
謡
を
謡
わ
せ
た
ら
全
く
ダ
メ
で

す
ね
」
―
こ
れ
が
仰
り
た
か

っ
た
の

で
し
ょ
う

不ヽ
。

脇
方
に
は

″
脇
仕
舞
″
と
い
う
特

別
の
仕
舞
が
あ
る
の
で
す
が
、
新
師

は
わ
ざ
と
意
地
悪
く
シ
テ
方
仕
舞
の

少
々
遠
い

「
三
笑
」
を
選
ば
れ
た
の

で
し
ょ
う
。

さ
て
、
そ
の
漱
石
の
謡
の
事
を
お

尋
ね
し
ま
す
と
、
「漱
石
さ
ん
の
謡

は
上
手
で
し
た
、
大
変
色
気
の
あ
る

良
い
謡
で
、
百
番
く
ら
い
は
挙
げ
て

お
ら
れ
ま
し
た
車
」
と
ぃ
ぅ
こ
と
で

し
た
。
尤
も
夏
阜
家
で
の
謡
会
に
出

費』詢押がヽ
『熱商剛現汁は

「載坂っ

一摯特勒軸榊彙̈津“』］一持

っ
と
可
笑
し
い
の
で
す
。

実
は
、
父
の
鼻
即
ち
私
の祖
父
・

物け畑敵は補動姉格鶴麟罐場だ

（法
政
大
学
能
楽
研
究
所
）
の
産
み

の
親
で
も
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す

の
は
…
…
昨
年
二
十
周
年
を
迎
え
た

生
の
奥
様
は
有
名
な
作
家
、
野
上
弥

生
子
さ
ん
で
、
ご
夫
妻
と
父
が
堀
懇

で
し
た
の
で
、
率
は
子
供
の
頃
か
ら

日
暮
里
の
お
宅
へ
も
遊
び
に
行
き
、

コ
錮
り

（ っ
薇
刺
一
菫
証
牡
が
判
け
脚

が
■
・
各
で
あ
つ
た
の
で
、
よ
く
遊

ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。́

そ
ん
な
こ
と
で
法
政
能
楽
博
物
館

の
構
想
を
打
ち
明
け
ら
れ
、
そ
の
仕

事
を
手
伝
う
段
取
り
に
な

っ
て
い
た

矢
先
、
先
生
の
排
訴
運
動
が
学
内
で

起
こ
り
、
中
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
先
生
の
御
意
志
を
継
い
で
あ

と
の
方
が
今
の
法
政
大
学
能
研
を
作

っ
た
の
で
す
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
主
宰
の
高
浜
虚

子
先
生
に
誘
わ
れ
て
野
上
ご
夫
妻
が

金
春
流
の
桜
間
弓
川

（当
時
の
金
太

郎
）
の
能
を
観
に
行
か
れ
、
大
感
激

し
、
そ
れ
以
来
金
春
流
と
い
う
よ
り

弓
川
の
大
フ
ア
ン
と
な
り
、
先
生
は

急
角
度
で
能
に
傾
斜
さ
れ
て
行
か
れ

た
と
思
い
ま
す
。
例
の
名
著

『能
の

発
見
』
も
そ
の
後
の
出
版
で
す
。

尤
も
能
楽
研
究
の
歴
史
は
浅
く
、

世
阿
弥
の
著
書
が
発
見
さ
れ
た
の
が

明
治
末
で
、
そ
れ
か
ら
で
す
か
ら
、

思
え
ば
近
来
随
分
盛
ん
に
な

っ
た
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
野
上
ご
夫
妻

の
ご
覧
に
な

っ
た
の
は

「道
成
寺
」

で
、
野
上
先
生
は

「
こ
れ
だ
け
の
し

っ
か
り
し
た
心
霊
的
な
美
に
満
ち
た

も
の
は
、
他
の
ど
ん
な
芸
術
で
も
表

現
し
得
な
い
も
の
を
、
世
間
の
多
く

の
人
は
、
能
は
貴
族
と
金
持
ち
の
消

暇
的
遊
戯
と
し
か
思

っ
て
い
な
い
。

而
し
て
知
ら
な
い
で
反
感
と
軽
蔑
を

以
て
当
今
、
日
本
に
あ
る
尤
も
美
し

い
芸
を
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
い
る
。
こ

れ
は
寧
ろ
彼
ら
の
恥
辱
で
あ
る
。
同

時
に
こ
の
能
楽
を
健
全
に
保
存
し
、

有
意
義
に
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
に
は

事
実
そ
の
手
に
汚
さ
れ
て
い
る
貴
族

と
金
持
ち
か
ら
奪
つ
て
真
に
教
養
あ

る
高
き
趣
味
の
知
識
人
の
手
に
収
め

る
こ
と
だ
と
思
う
」
と
言
わ
れ
た
。

そ
し
て
弥
生
子
先
生
も

「
こ
れ
ほ

ど
の
立
派
な
芸
術
が
今
日
ま
で
、
そ

の
場
限
り
の
空
間
に
消
え
る
に
任
せ

て
研
究
も
さ
れ
ず
、
放
置
さ
れ
て
い

る
の
は
遺
憾
で
あ
る
」
と
書
い
て
お

ら
れ
ま
す
。

能
楽
研
究
の
歴
史
と
い
う
ほ
ど
の

歴
史
は
ま
だ
な
く
、
例
の
世
阿
弥
の

著
書
が
発
見
さ
れ
た
の
が
明
治
末
で

す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
の
研
究
な
の
で

す
。
思
え
ば
近
来
、
随
分
盛
ん
に
な

り
、
大
い
に
そ
の
成
果
も
上
が
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
昨
年
六
月
に
遅

れ
馳
せ
な
が
ら

「能
楽
学
会
」
が
発

足
し
ま
し
た
。

こ
の
間

（平
成
十
四
年
十

一
月
九

日
）
こ
の
舞
台
で
、
お
目
に
か
け
た

「秀
吉
の
見
た

『卒
都
婆
小
町
ヒ

な

ど
も
、
こ
の
実
験
能
の
一
つ
で
、
こ

の
舞
台
の
一
つ
の
記
録
を
作
り
ま
し

た
。
学
者
諸
君
と
演
者
た
ち
の
真
剣

な
研
究
成
果
の
発
表
と
な
り
ま
し
た
。

尤
も
、
こ
の
能
楽
堂
は
研
究
発
表

の
場
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
能

。
狂

言
の
場
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
た
め

に
は
出
来
る
だ
け
多
く
の
市
民
が
能

楽
堂
へ
足
を
運
ば
れ
る
こ
と
が
望
み

な
の
で
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
数
々

の
企
画
を
立
て
実
行
し
て
き
ま
し
た
。

抱 博  立 の
い 物 野 な で
て 館 上 の

｀

お 風 先 で 野
ら の 生 す 上
れ 育ヒは ゜

先
た二彗率二曇___生
と 博 稲  ご
思 物 田  他
い 館 大  界
ま の 学  の
す 構 の  後°

想 演  の
先 を 劇  創
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例
え
ば
年
の
暮
れ
に
な
る
と
猫
も
杓

子
も

「第
九
」
、
「第
九
」
と
騒
ぎ
立

て
る
の
は
、
日
本
人
と
し
て
は
お
か

し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。

日
本
人
な
ら

「正
月
に
『高
砂
』
を

謡
お
う
」
運
動
を
始
め
、
大
人
気
で

し
た
。
五
年
続
け
た
成
果
は
十
分
手

応
え
あ

っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
少
々
古
い
話
で
恐
縮
で
す

が
、
私
が
中
学
時
代
、
高
校
受
験
に

金
沢

へ
行

っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
は

有
名
な

「天
か
ら
謡
が
降
る
」
と
言

わ
れ
た
ほ
ど
の

″
能
ど
こ
ろ
″
。
街

行
く
岡
持
ち
を
肩
に
し
た
魚
屋
の
あ

ん
ち
ゃ
ん
も
鼻
唄
な
ら
ぬ

″
鼻
謡
″

で
自
転
車
を
走
ら
せ
ば
、
大
雪
の
中

で
お
腹
を
毀
し
、
薬
局

へ
飛
び
込
ん

だ
も
の
の
、
中
か
ら
謡
の
声
は
聞
こ

え
て
い
て
も
誰
も
出
て
来
な
い
と
い

っ
た
体
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
十
数
年
前
の
こ
と
、
金

沢
能
楽
堂
で
講
演
を
頼
ま
れ
、
駅
前

で
タ
ク
シ
ー
を
拾

っ
た
も
の
の
、
能

楽
堂
を
知
ら
な
か

っ
た
の
に
は
、
些

か
驚
き
ま
し
た
。
県
主
催
の
講
演
会

で
し
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
話
す
と

「近
頃
土
地
の
者
さ
え
能
と
は
縁
遠

く
な

っ
て
…
…
」
と
こ
ぼ
し
て
い
ま

し
た
。

ど
う
し
た
も
の
か
と
相
談
を
受
け

た
の
で
、
「あ
る
期
間
、
土
曜
の
午

後
と
か
夜
、
平
易
な
曲
を
選
び
、
低

料
金
で
見
せ
た
ら
…
…
」
と
提
案
し

た
と
こ
ろ
、
何
日
か
経

つ
て
、
係
の

人
か
ら

「漸
く
実
施
に
漕
ぎ
付
け
ま

し
た
が
…
…
」
と
苦
心
談
を
聞
く
と
、

ど
の
演
者
も

「そ
ん
な
低
料
金
の
能

の
舞
台
に
立
ち
た
く
な
い
」
と
い
う

こ
と
だ

つ
た
よ
う
で
す
。
演
者
の
プ

ラ
イ
ド
で
し
ょ
う
か
ネ
。

そ
ろ
そ
ろ
結
び
の
時
が
き
た
よ
う

で
す
の
で
、
最
後
に
申
し
上
げ
た
い

こ
と
は

「老
後
の
楽
し
み
方
」
で
す

が
、
私
な
ど
は
月
に
二
～
三
回
、
気

の
あ

っ
た
仲
間
数
人
と
、
家
庭
麻
雀

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
が
、
人
数
が
揃

わ
な
く
て
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
の
点

「謡
」
な
ら

一
人
で
も
二
人
で
も
ま

た
大
勢
で
も
意
の
ま
ま
で
す
。

あ
る
時
、
知
人
に

「謡
」
を
勧
め

ま
す
と
、
「定
年
に
な

っ
て
暇
が
で

き
た
ら
始
め
る
つ
も
り
」
だ
と
言
う

の
で
す
。
こ
れ
は
ダ
メ
で
す
。　
″
金

が
溜
ま

っ
た
ら
貯
金
し
よ
う
″
と
い

う
の
と
同
じ
で
、
絶
対
溜
ま
り
ま
せ

ん
か
ら
貯
金
は
で
き
ま
せ
ん
。
金
は

借
金
し
て
で
も
溜
め
な
け
れ
ば
、
貯

金
は
で
き
ま
せ
ん
。
稽
古
事
も

″
な

い
暇
″
を
無
理
や
り
作
ら
な
け
れ
ば
、

と
て
も
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
若
い
時
に
苦
し
ん
で
で
も

稽
古
し
て
お
か
な
け
れ
ば
大
成
し
ま

せ
ん
。
若
い
時
は
暇
も
金
も
あ
り
ま

せ
ん
が
、
気
力
が
あ
り
ま
す
。
歳
を

と
る
と
覚
え
は
悪
く
、
回
転
も
鈍
く
、

興
味
よ
り
嫌
気
が
先
に
な
る
の
で
、

な
る
べ
く
若
い
時
に
始
め
る
の
が
良

い
と
思
い
ま
す
…
…
と
い
っ
て
も
手

遅
れ
で
す
か
。

若
い
時
に
苦
労
し
て
身
に
付
け
た

いヽ

も
の
は
、
た
と
え
中
断
し
て
も
決
し

て
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
す
ぐ
復
活

し
ま
す
―
例
え
ば
水
泳
や
自
転
車
操

作
も
同
じ
こ
と
で
す
。

謡
を
稽
古
し
て
お
ら
れ
る
方
に
是

非
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
「謡
」
は

「能
」
の

〈
脚
本
〉
で
あ
り

〈
台
本
〉

と
い
う
こ
と
で
す
。
従

っ
て
謡
本
の

文
字
と
ゴ
マ
節
を
追

っ
て
、
喉
の
快

感
を
味
わ

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

曲
の
筋
を
追
い
、
役
の
中
身
を
把
握

し
、
能
の
舞
台
面
を
頭
に
描
き
な
が

ら
謡

っ
て
頂
き
た
い
。
そ
れ
に
は
ま

ず
、
能
を

〔観
る
〕
こ
と
で

一
に
も

二
に
も

〈
観
能
〉
と
頭
に
叩
き
込
ん

で
下
さ
い
。

私
は
よ
く
、
謡
の
師
匠
を
紹
介
し

て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
ま
す
が
、
そ
の

時
、
「
先
ず
、
能
を
十
番
く
ら
い
観

な
さ
い
」
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
か

ら
習
い
始
め
る
と
、
随
分
違

っ
た
も

の
に
な
り
ま
す
。
心
に
留
め
て
お
い

て
下
さ
い
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
最
後
に
、
皆
さ

ん
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
是
非

能
の

″
観
巧
者
″
に
な

っ
て
頂
き
た

い
。
謡
を
嗜
む
方
々
の

一
人

一
人
が

″
能
評
家
″
に
な

っ
て
頂
き
た
い
の

で
す
。
能
は
批
評
家
の
た
め
に
や
つ

て
い
る
の
で
は
な
く
、　
一
般
大
衆
の

モ
ノ
な
の
で
す
。
従

っ
て
皆
さ
ん
の

厳
し
い
批
判
が

「能
」
の
質
を
向
上

さ
せ
る
、
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
、
こ
の
拙
い
私
の
話
を
終

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（お
わ
り
）

「第
二
十
日
横
浜
能
」

ご
普
労
さ
ん
会

次
　
　
　
第

会

長

挨

拶

子
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一
月
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自

横
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楽
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井
合
　
開
洋
亭

地
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昔
円
　
工
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ヮ
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悦
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地
頭
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え
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地
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堀
内
万
紗
子

ワ
キ

渡
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蘭
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地
頭

秋
山
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ワ
キ

松
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工
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地
頭

原
　
　
博
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ワ
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杉
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淑
朗
　
地
頭

鵜
沼
　
昭
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ワ
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営
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光
え
　
迪
頭

か
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憲

ニ

ワ
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藤
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生
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地
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坂
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輝
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