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狂
言
の
《
語
リ
》
考

―
狂
言
〈
鷺
〉・〈
狸
腹
鼓
〉
の
新
作
語
リ
か
ら
―

田
口
和
夫

第
三
十
七
回
芸
能
史
研
究
会
大
会
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
十
一
日
）
の
テ
ー
マ
は
「
語
り
物
と
芸
能
」
で
あ
り
、
私
は
そ
の
基
調
報
告
者

の
一
人
と
し
て
「
能
・
狂
言
の
語
リ
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
そ
の
中
で
私
が
台
本
を
執
筆
し
、
舞
台
化
の
過
程
に
も
関
わ
っ
た
二
つ
の

事
例
、
狂
言
〈
鷺
〉、
狂
言
〈
狸
腹
鼓
〉
の
語
リ
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
は
現
代
狂
言
に
お
け
る
語
リ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
現
代
狂
言
史
の
重
要
な
一
資
料
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
二
つ
の
語
リ
の
創
作
過
程
か
ら
そ
の
特
質
を
確
認

し
、
併
せ
て
〈
鷺
〉
の
関
連
資
料
を
収
録
し
て
置
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

狂
言
、
語
リ
、
新
作
語
リ
、
鷺
、
狸
腹
鼓

は
じ
め
に

こ
こ
に
言
う
「
語
リ
」
は
完
結
し
た
一
つ
の
内
容
を
叙
述
す

る
も
の
だ
が
、
能
・
狂
言
に
お
け
る
一
小
段
と
し
て
の「
語
リ
」

は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

能
の
謡
事
小
段
の
一
種
。
登
場
し
た
一
人
の
役
が
過
去
の

物
語
を
相
手
役
に
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
シ
テ
の
語
リ

と
ワ
キ
あ
る
い
は
ア
イ
（
間
狂
言
）
の
語
リ
と
で
は
音
楽

様
式
上
の
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
テ
の
場
合
は
、
台

本
上
の
語
リ
の
冒
頭
か
ら
途
中
ま
で
を
、
コ
ト
バ
を
中
心

と
し
た
〈
語
リ
〉
の
音
楽
様
式
と
し
、
そ
の
あ
と
は
拍
子

不
合
の
フ
シ
を
挟
ん
で
上
歌
な
ど
平
ノ
リ
の
節
で
作
曲
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
音
楽
的
に
完
結
さ
せ
る
の
を
典
型
と
す
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る
。
そ
れ
に
対
し
ワ
キ
や
ア
イ
の
語
リ
は
台
本
上
の
語
リ

の
全
体
を
音
楽
的
に
も
〈
語
リ
〉
の
様
式
で
処
理
す
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
所
作
の
点
か
ら
は
、
動
き
を
伴
わ
な

い
素
語
リ
と
、
写
実
的
な
動
作
を
添
え
な
が
ら
語
る
仕
方

語
リ
と
が
あ
る
。（『
能
・
狂
言
事
典
』
蒲
生
郷
昭
氏
稿
）

狂
言
の
語
リ
と
い
う
と
、
こ
こ
に
説
明
さ
れ
た
ア
イ
語
リ
、

特
に
座
っ
て
語
る
居
語
リ
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。
前
場
と
後
場

と
を
持
つ
複
式
能
の
中
間
の
部
分
で
、
ワ
キ
の
問
い
か
け
に
応

じ
て
ア
イ
が
語
る
こ
れ
は
、
狂
言
役
者
の
持
つ
「
語
る
」
と
い

う
芸
が
最
も
良
く
発
揮
さ
れ
る
場
と
し
て
役
者
側
か
ら
は
重
視

さ
れ
る
も
の
だ
が
、
能
の
形
成
期
に
は
こ
の
形
式
で
は
な
く
、

立
語
リ
あ
る
い
は
立
シ
ャ
ベ
リ
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
の

形
式
は
後
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
表
章
氏
「
間
狂
言
の
変
遷
―
居
語
り
の
成
立
を
中
心
に
」『
鑑

賞
日
本
古
典
文
学

謡
曲
・
狂
言
』
一
九
七
七
）

本
狂
言
の
中
に
も
語
リ
が
あ
る
。
語
リ
を
中
心
趣
向
と
し
、

不
奉
公
物
の
形
式
に
よ
っ
て
成
立
し
た
〈
文
蔵
〉
の
よ
う
な
狂

言
は
、
語
リ
部
分
が
独
立
し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
点
で
、
ア
イ
語
リ
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ま
た〈
釣

狐
〉
前
半
の
中
心
趣
向
で
あ
る
シ
テ
が
語
る
殺
生
石
の
語
リ
は

能
〈
殺
生
石
〉
の
ア
イ
語
リ
と
共
通
で
、
そ
れ
が
〈
釣
狐
〉
大

曲
化
の
一
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
狂
言
に
お
い

て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
語
リ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
新
た
に
創
作
し
た
現
在
の
狂
言
に
お
け
る
語
リ
を

具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狂
言
に
お
け
る
語
リ
の

意
義
を
考
え
て
み
る
。

狂
言
〈
鷺
〉
の
語
リ

こ
の
狂
言
は
資
料
１
・
２
に
示
す
よ
う
に
、
一
九
八
七
年
三

月
十
四
日
、
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
主
催
の
「
狂
言

の
会
」
に
、
シ
テ
太
郎
冠
者＝

野
村
万
之
丞
（
襲
名
し
て
七
世

万
蔵
、
現
名
萬
、
人
間
国
宝
）、
ア
ド
主＝

茂
山
千
五
郎
（
襲

名
し
て
現
名
四
世
千
作
、
人
間
国
宝
）
と
い
う
配
役
で
上
演
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
狂
言
〈
鷺
〉
の
梗
概
は
、
現
存
最
古
本
の

享
保
保
教
本
の
段
階
か
ら
同
じ
で
、
い
わ
ゆ
る
抜
参
り
物
で
あ

る
。

主
が
登
場
し
、抜
参
り
を
し
た
太
郎
冠
者
の
所
へ
行
き
、

責
め
る
。
京
内
参
り
を
し
た
と
知
っ
て
許
し
、
京
の
話
を

さ
せ
る
。
冠
者
は
神
泉
苑
の
鷺
の
故
事
を
語
り
、
鷺
の
物

ま
ね
を
す
る
。
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映像１．〈鷺〉「水に潜りてつっと立つ」（ヴィデオより）

映像２．〈狸腹鼓〉「あらゆる人といふ人を射殺し」（ヴィデオより）
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こ
の
「
神
泉
苑
の
鷺
の
故
事
」
は
、
も
と
も
と
能
〈
鷺
〉
に

脚
色
さ
れ
て
い
る
故
事
で
あ
っ
て
、
能
楽
世
界
で
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
謡
曲
大
観
』
の
解
説
に
「
平

家
物
語
巻
五
朝
敵
揃
」
に
見
え
る
説
話
を
引
く
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
覚
一
本
な
ど
語
り
本
系
の
平
家
物
語
を
素
材
と
し
て
脚
色

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
能
の
梗
概
は
後
に
引
く
享
保
保
教
本
の

語
リ
で
代
用
で
き
る
。
能
は
鷺
が
舞
う
「
乱
」
が
中
心
だ
が
、

全
体
と
し
て
の
特
徴
は
次
の
『
能
・
狂
言
事
典
』
の
解
説
が
要

を
得
て
い
る
。

シ
テ
の
動
き
に
は
、
抜
き
足
な
ど
の
特
殊
な
所
作
に
よ
っ

て
鷺
の
姿
態
を
模
す
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
ね
ら
い

で
は
な
く
、
清
純
淡
泊
で
超
人
間
的
な
趣
を
出
す
こ
と
を

主
眼
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
原
則
と
し
て
少
年
ま
た
は

還
暦
を
過
ぎ
た
者
だ
け
が
演
じ
、
面
も
着
け
な
い
（
松
本

雍
氏
稿
）

鷺
伝
右
衛
門
保
教
に
よ
る
狂
言
〈
鷺
〉
の
語
リ
な
ら
び
に
注

記
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
鷺

流
狂
言
伝
書
保
教
本
』
二
、
解
題
田
口
和
夫
）

語
「
昔
神
泉
苑
ヘ
（
昔
延
喜
ノ
御
代
ニ
四
季
折
々
ノ
御
遊

有
リ
シ
ニ
神
泉
苑
ヘ
共
云
、
醍
醐
天
皇
ヲ
延
喜
帝
ト
云
）

御
涼
ノ
御
幸
ノ
折
節
洲
崎
ノ
鷺
ヲ
叡
覧
被
成
取
ツ
テ
マ
イ

ラ
セ
上
ケ
ヨ
ト
宣
旨
ア
レ
ハ
時
ノ
（
則
共
云
）
蔵
人
勅
ヲ

蒙
カ
ノ
鷺
ヲ
安
々
ト
抱
取
竜
顔
ニ
備
奉
リ
シ
間
鳥
類
迄
王

位
ヲ
重
事
叡
感
斜
ズ
官
ヲ
下
サ
レ
テ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
五
位

鷺
ト
申
候（
是
迄
座
敷
語
ニ
ハ
語
ル
）由
所
ノ
者
共
申
候
。

ケ
様
ニ
子
細
有
事
故
其
鷺
ノ
様
体
ヲ
囃
子
物
ニ
致
イ
テ
所

ノ
者
共
カ
仕
ル
ハ
中
々
面
白
事
テ
御
座
リ
マ
ス
ル

語
ナ
シ
ノ
時
ハ
ス
グ
ニ
中
々
申
上
マ
セ
ウ
ケ
様
ニ
子
細
有

事
故
ト
云

資
料
１
・
２
に
記
し
た
様
な
復
曲
過
程
を
経
て
こ
の
曲
は
舞

台
化
さ
れ
た
の
だ
が
、
語
リ
の
推
敲
と
鷺
の
物
真
似
の
工
夫
と

が
苦
労
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
物
真
似
は
実
際
の
鷺
の
生
態
も

含
め
て
舞
台
上
の
所
作
と
し
て
の
練
り
上
げ
が
な
さ
れ
た
。

保
教
本
の
語
リ
を
参
考
に
し
て
、
私
が
作
っ
た
第
一
稿
は
次

の
も
の
で
あ
る
。

〈
鷺
〉
語
り
―
第
一
稿

冠
者
「
昔
延
喜
の
帝
、
神
泉
苑
へ
御
幸
あ
り
、
御
涼
み
な

さ
れ
け
る
折
節
、
何
と
か
し
た
り
け
ん
、
一
陣
の
悪
風
吹

き
来
り
て
、
帝
の
玉
の
冠
を
ば
、
池
の
最
中
へ
吹
き
落
と

す
。
お
供
の
官
人
驚
き
騒
ぎ
、
船
よ
竿
よ
と
呼
ば
は
る
と
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こ
ろ
に
、
水
際
の
松
に
遊
ぶ
鷺
一
羽
、
池
の
最
中
に
舞
ひ

く
だ
り
、
ど
ぢ
ゃ
う
を
踏
む
体
な
り
け
る
が
、
ふ
と
水
に

潜
き
て
立
つ
を
見
れ
ば
、
玉
の
冠
を
頸
に
か
け
、
そ
の
ま

ま
大
空
へ
舞
ひ
あ
が
る
。
官
人
跡
を
慕
ひ
、
ホ
ウ
イ
あ
の

鷺
返
せ
や
と
て
。
扇
を
開
い
て
招
き
け
れ
ば
、
鳥
類
な
れ

ど
も
心
あ
り
て
、
遙
か
の
空
よ
り
飛
び
返
り
、
官
人
の
前

に
か
し
こ
ま
る
。
官
人
こ
れ
を
安
々
と
抱
き
取
り
、
玉
の

冠
を
帝
に
供
へ
申
せ
ば
、
帝
御
感
の
あ
ま
り
に
、
冠
を
着

け
た
る
鷺
な
れ
ば
と
て
、
か
の
鷺
に
五
位
の
位
を
下
さ
れ

て
よ
り
こ
の
か
た
、
五
位
鷺
と
は
名
付
け
ら
れ
た
る
と
、

所
の
者
が
申
し
て
ご
ざ
る
。

保
教
本
は
能
〈
鷺
〉
の
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め
た
程
度
の
も

の
で
、
能
の
モ
ド
キ
と
し
て
演
じ
る
か
、
観
客
に
能
を
意
識
さ

せ
な
が
ら
演
じ
る
場
合
な
ら
ば
、こ
の
程
度
で
も
成
り
立
つ
が
、

今
回
は
能
〈
鷺
〉
は
意
識
さ
せ
ず
、
独
立
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
も

の
と
し
て
作
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
能
に
つ
い
て

の
知
識
の
あ
る
観
客
が
多
い
の
で
、
意
識
的
に
能
を
離
れ
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。「
玉
の
冠
」
が
池
に
吹
き
落
と
さ
れ
る
こ
と
、

鷺
が
水
に
潜
っ
て
冠
を
掬
い
上
げ
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
す
ぐ
に
ウ
ソ
、
ホ
ラ
咄
と
分
か
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な

楽
し
さ
を
ね
ら
っ
た
の
だ
が
、
演
者
で
あ
る
万
之
丞
（
萬
）
氏

の
技
量
は
、こ
の
語
リ
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
語
り
か
け
、

ウ
ソ
を
真
実
と
し
て
し
ま
う
。
仕
方
が
加
わ
る
と
、
い
よ
い
よ

聞
い
て
い
る
方
は
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ア
ド
役
の
千
五
郎
（
千
作
）
氏
の
出
番
と
な
る
。
語

リ
を
分
断
す
る
相
槌
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ウ
ソ
が
明
確
に
な
り
、
予
想
し
た
楽
し
さ
が
醸
し

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

完
成
し
た
語
リ
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

〈
鷺
〉
語
リ
―
完
成
稿

冠
者
「
昔
延
喜
の
帝
、
神
泉
苑
へ
御
幸
あ
り
、
御
涼
み
な

さ
れ
け
る
折
節
、
一
陣
の
悪
風
が
、
吹
き
来
っ
て
、
帝
の

玉
の
冠
を
ば
、
池
の
最
中
へ
吹
き
落
と
し
た
と
申
す
。

主
「
こ
れ
は
い
か
な
こ
と
。

冠
者
「
お
ん
供
の
人
々
驚
き
騒
ぎ
、
や
れ
船
よ
や
れ
竿
よ

と
呼
ば
は
る
と
こ
ろ
に
、
水
際
の
松
に
遊
び
戯
る
る
鷺
一

羽
、
池
の
最
中
に
舞
ひ
く
だ
り
、
ど
ぢ
ゃ
う
踏
み
踏
み
歩

み
け
る
が
、
水
に
潜
り
て
つ
っ
と
立
つ
。

主
「
ヤ
イ
太
郎
冠
者
、
お
の
れ
鷺
が
水
の
中
を
潜
る
と
い

ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
そ
れ
は
定
め
て
鵜
で
あ
ら
う
。
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冠
者
「
さ
う
仰
せ
ら
れ
て
は
話
し
が
な
り
ま
せ
ん
。
ま
づ

お
聞
き
な
さ
れ
ま
せ
。

主
「
し
て
何
と
し
た
ぞ
。

冠
者
「
人
々
大
き
に
不
審
を
な
し
、
か
の
鷺
を
き
っ
と
見

れ
ば
、
玉
の
冠
を
頸
に
か
け
、
そ
の
ま
ま
大
空
へ
舞
ひ
あ

が
る
。
時
の
蔵
人
勅
を
受
け
跡
を
慕
ひ
、
ホ
ウ
イ
勅
定
ぞ

ホ
ウ
イ
勅
定
ぞ
と
呼
ば
は
り
か
く
れ
ば
、
鳥
類
な
れ
ど
も

心
あ
り
て
、
遙
か
の
空
よ
り
飛
び
返
り
、
蔵
人
の
前
に
か

し
こ
ま
る
。
蔵
人
は
こ
れ
を
安
々
と
抱
き
取
り
、
玉
の
冠

を
帝
に
供
へ
申
せ
ば
、
帝
御
感
の
あ
ま
り
、
冠
を
着
け
た

る
鷺
な
れ
ば
と
て
、
か
の
鷺
に
五
位
の
位
を
下
さ
れ
て
よ

り
こ
の
か
た
、
五
位
鷺
と
は
名
付
け
ら
れ
た
る
と
申
す
。

ス
ト
レ
ー
ト
な
語
リ
が
相
槌
に
よ
っ
て
メ
リ
ハ
リ
が
付
き
、

仕
方
と
あ
い
俟
っ
て
ふ
く
ら
み
が
増
す
の
で
あ
る
。

語
リ
は
そ
れ
自
身
真
実
を
目
指
す
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
少
々
あ
や
し
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
語
り
手
な

ら
ば
、
そ
の
内
容
を
越
え
て
語
っ
た
こ
と
は
真
実
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
語
リ
を
相
手
役
の
介
入
に
よ
っ
て
分
断
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
咄
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
咄
は
真
実
よ
り
も

楽
し
さ
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
狂
言
〈
鷺
〉
は
鷺
の
物
真
似

を
眼
目
と
し
て
い
る
。
語
リ
が
眼
目
な
ら
ば
、
こ
れ
自
身
を
充

実
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
語
リ
は
物
真
似
を
引
き
出

す
た
め
の
序
段
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
咄
化
へ
の

演
出
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

資
料
１

「〈
鷺
〉
の
復
曲
に
あ
た
っ
て
」
田
口
和
夫

〈
鷺
〉
の
古
台
本

狂
言
〈
鷺
〉
の
台
本
は
二
種
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

一
は
天
理
図
書
館
蔵
鷺
流
狂
言
伝
書
（
略
称
享
保
保
教
本
）
で

あ
り
、
そ
の
二
は
檜
常
太
郎
氏
蔵
宝
暦
名
女
川
本
で
、
い
ず
れ

も
鷺
流
の
分
家
、
伝
右
衛
門
派
の
台
本
で
あ
る
。
本
家
の
仁
右

衛
門
定
義
は
、
享
保
保
教
本
と
同
時
代
の
「
享
保
六
年
（
一
七

二
二
）
書
上
」
で
、
流
名
の
由
来
説
明
を
し
て
、
多
武
峯
で
鷺

大
夫
が
狂
言
の
〈
鷺
〉
を
演
じ
た
と
こ
ろ
、
神
前
の
御
戸
帳
が

自
然
に
開
く
と
い
う
奇
瑞
が
あ
り
、
将
軍
義
輝
か
ら
鷺
の
名
を

下
さ
れ
た
と
記
す
。
そ
し
て
「
右
鷺
之
狂
言
、
其
以
後
中
絶
仕

候
」
と
い
う
。
享
保
保
教
本
で
も
、
三
代
伝
右
衛
門
保
教
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
鷺
ノ
習
ハ
笛
第
一
ナ
リ
、
笛
ノ
方
ニ
テ
ハ
能
ノ
鷺
ト
対

ニ
伝
受
、
一
同
ニ
ス
ル
也
、
能
ハ
観
世
ノ
家
ニ
有
、
狂
言

ハ
鷺
ノ
家
ノ
ナ
リ
、
鷺
本
名
ハ
長
命
也
、
先
祖
此
狂
言
ヲ
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仕
テ
、
仏
神
感
応
有
タ
ル
故
、
鷺
ト
改
ル
、
段
々
子
細
有

事
ナ
ル
ヲ
、
秘
密
過
テ
イ
ツ
ト
ナ
ク
退
転
シ
テ
、
狂
言
方

ニ
ハ
知
タ
ル
人
ナ
ク
ナ
レ
リ
、
囃
子
方
ハ
、
代
々
家
伝
相

続
不
絶
、
笛
ハ
森
田
流
ヲ
聞
、
趣
向
ハ
古
キ
弟
子
ノ
聞
伝

候
物
語
ヲ
聞
、
工
夫
シ
テ
漸
々
ニ
仕
立
、
笛
ト
合
セ
ミ
レ

バ
相
方
モ
能
故
、
末
ノ
世
ノ
芸
者
ノ
タ
メ
ニ
記
置
ナ
リ

流
名
伝
説
は
事
大
主
義
で
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
と
に

か
く
〈
鷺
〉
と
い
う
狂
言
が
あ
り
、
そ
れ
が
退
転
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
説
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。「
趣
向
ハ
古
キ
弟
子
ノ

聞
伝
候
物
語
ヲ
聞
」
と
記
す
と
こ
ろ
か
ら
は
、
そ
の
退
転
し
た

〈
鷺
〉
の
趣
向
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
保
教
は
ま
た
、
次
の

よ
う
な
注
記
を
残
し
て
い
る
。

鷺
ノ
笛
ハ
狂
言
出
来
ヌ
以
前
ヨ
リ
有
之
タ
ル
由
、
往
古
ハ

獅
子
津
嶋
抔
ノ
様
ニ
一
管
笛
ニ
吹
タ
ル
由
、
左
様
ノ
時
、

黒
骨
ノ
扇
、
白
衣
を
カ
ヅ
キ
舞
タ
ル
ヨ
シ
、
狂
言
方
ニ
モ

松
ノ
舞
抔
同
前
ニ
、
座
敷
事
ニ
仕
タ
ル
由
也
、
座
敷
事
、

昔
ハ
笛
聞
合
、
如
此
ウ
タ
イ
ナ
ガ
ラ
出
タ
ル
由
申
伝
ル

四
条
五
条
ノ
橋
ノ
下
ヲ
サ
グ
リ
マ
ワ
リ
テ
、鰌
ネ
ラ
ウ
タ
、

鷺
ノ
橋
ヲ
ワ
タ
イ
タ
リ
ヤ
サ
ウ
ヨ
ノ
（
注
、
節
付
あ
り
）

（
狂
言
の
獅
子
に
つ
い
て
ふ
れ
）
先
是
モ
鷺
ノ
ゴ
ト
ク
座

敷
事
、
後
ニ
狂
言
ニ
仕
タ
ル
様
ナ
リ

こ
れ
は
示
唆
に
富
む
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
座
敷

事
（
こ
こ
で
は
座
敷
舞
の
こ
と
）
と
し
て
の
〈
鷺
〉
が
先
行
し
、

そ
れ
は
笛
一
管
で
は
や
す
物
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
伝
説
と
し

て
の
古
き
狂
言
〈
鷺
〉
の
存
在
と
、
こ
の
座
敷
事
先
行
説
は
矛

盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
保
教
が
復
曲
に
あ
た
っ
て
聞
い

た
と
い
う
趣
向
は
〈
文
蔵
〉
の
よ
う
な
不
奉
公
型
だ
っ
た
事
に

な
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
誰
で
も
考
え
つ
く
型
式
で
あ
り
、
伝

承
を
云
々
す
る
程
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
る
い
は
保
教
が

聞
い
た
「
古
キ
弟
子
」
の
物
語
は
「
座
敷
事
」
と
し
て
の
〈
鷺
〉

で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
保
教
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
誰
か

か
ら
の
伝
聞
と
い
う
形
で
叙
述
し
て
お
り
、
こ
れ
な
ら
矛
盾
が

無
い
の
で
あ
る
。
笛
方
に
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
狂
言
〈
鷺
〉
の

譜
は
、
確
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

と
い
う
古
い
年
記
を
持
つ
、
藤
田
流
初
代
下
川
丹
波
守
重
次
の

笛
伝
書
『
梅
花
集
』（
藤
田
六
郎
兵
衛
氏
蔵
）
に
は
次
の
よ
う

な
記
事
が
あ
る
。

○
狂
言
鷺
の
し
よ
う
が

一
、
初
ハ
つ
し
ま
笛
を
吹
、
さ
ぎ
に
成
て
よ
り
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一
、
ヒ
ヤ
ル

ラ
ル

ラ
ヽ
ヽ
ヽ

ヒ
ヤ
ル

ラ
ヽ
ヽ
ヽ

ラ

○
ヒ
ヤ
ラ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヒ
ヤ
ル
ラ
ヽ
ヽ
ヽ
ラ

ヒ
ヤ

ロ
ラ
リ
ツ
ラ

扨
又
吹
出
シ
ノ
ご
と
く
吹
返
ス

下
無
ヨ

リ

双
調

黄
鐘

盤
渉
へ
吹
上
る
也

白
小
袖
を
い
た
ゞ
き
、
黒
ほ
ね
の
扇
を
鷺
の
は
し
に
も
て

な
し
、
ど
じ
や
う
を
ね
ら
ふ
躰
を
し
て
、
種
々
に
舞
也
、

立
あ
が
る
時
は
調
子
を
あ
げ
て
吹
、
腰
を
か
ヾ
め
て
下
を

み
る
時
ハ
調
子
を
さ
ぐ
る
也
、呂
か
ん
の
吹
様
第
一
の
習
、

昔
よ
り
以
外
秘
事
に
仕
義
也
、
乍
去
存
た
る
者
稀
な
り
と

見
へ
た
り

鷺
の
舞
（
物
真
似
）
の
た
め
の
姿
は
、
保
教
本
に
記
さ
れ
る

姿
、
あ
る
い
は
古
川
久
氏
所
蔵
『
狂
言
古
図
』
に
見
ら
れ
る
姿

（
表
紙
参
照
）
と
共
通
な
の
で
、
そ
れ
ら
が
古
い
記
憶
に
も
と

づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
鷺
の
物
真
似
に
入
る

前
に
「
つ
し
ま
笛
」
を
吹
く
段
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

鷺
の
笛
が
物
真
似
用
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
つ
し
ま
は
そ
の
前
の

段
階
、
天
正
狂
言
本
の
〈
お
せ
ぢ
物
〉（
こ
れ
は
祇
園
祭
の
よ

う
な
祭
に
、女
た
ち
大
勢
が
囃
子
物
で
登
場
す
る
場
面
が
あ
り
、

「
時
雨
の
雨
に
ぬ
れ
じ
と
て
、
笠
さ
ぎ
の
橋
を
わ
た
い
た
」
と

い
う
津
和
野
の
鷺
舞
に
も
共
通
す
る
詞
章
が
記
さ
れ
て
い
る
）

を
参
照
す
れ
ば
、
鷺
を
含
め
た
祭
の
行
列
の
登
場
に
存
在
し
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

保
教
の
復
曲

保
教
は
不
奉
公
物
の
型
を
用
い
て
復
曲
（
実
際
に
は
創
作
と

い
う
べ
き
作
業
で
あ
る
）
し
、
能
の
〈
鷺
〉
に
よ
る
語
り
と
ワ

カ
を
以
て
、
形
を
整
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
注
記
の
中
に
、

「
鷺
ノ
能
ト
対
ナ
ル
故
、
鷺
ノ
次
ニ
ス
ル
、
其
時
ハ
名
替
ル
、

能
ノ
次
ナ
レ
バ
能
ニ
テ
趣
向
知
ル
ヽ
間
、語
ハ
ナ
シ
ニ
ス
ル
也
、

口
伝
」
と
記
し
、
ま
た
「
鷺
ノ
能
ノ
跡
ニ
ス
ル
時
ハ
名
ヲ
替
、

神
泉
苑
ト
成
共
五
位
ト
成
共
云
」
と
記
し
て
い
る
。
能
の
〈
鷺
〉

の
あ
と
に
、
こ
の
狂
言
を
演
じ
る
と
い
う
の
は
、
現
在
で
は
考

え
ら
れ
も
し
な
い
が
、こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
モ
ド
キ
の
形
で
あ
る
。

本
来
モ
ド
キ
と
し
て
形
成
さ
れ
た
狂
言
は
数
多
く
、
そ
れ
は
そ

の
能
の
あ
と
に
順
演
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代

末
頃
か
ら
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
も
あ
ら
わ
れ
て
く

る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
享
保
頃
で
も
ま
だ
モ
ド
キ
順
演
の

意
識
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
回
の
復
曲

今
回
の
復
曲
は
、
か
ね
て
〈
鷺
〉
に
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ

た
野
村
万
之
丞
氏
を
中
心
に
西
野
・
田
口
の
両
名
が
保
教
本
と
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名
女
川
本
を
読
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
を
と
り
、

モ
ド
キ
色
を
少
く
す
る
な
ど
補
綴
し
て
台
本
を
作
成
し
た
。
座

敷
事
に
用
い
る
と
い
う
「
四
条
五
条
の
・
・
」
を
〈
鷺
〉
の
ワ

カ
の
か
わ
り
に
採
用
し
た
の
も
、
能
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
語
リ
を

変
え
て
創
作
し
た
の
も
、
独
立
し
た
狂
言
と
し
て
前
後
の
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
。

笛
に
つ
い
て
は
、
一
噌
仙
幸
氏
の
全
面
的
な
協
力
を
得
、
一

日
、
四
人
で
箱
根
に
合
宿
す
る
な
ど
し
て
、
後
に
発
見
さ
れ
た

森
田
流
の
唱
歌
に
準
拠
し
つ
つ
、
鷺
の
物
真
似
に
ふ
さ
わ
し
い

笛
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
作
曲
し
て
い
た
だ
い
た
。
は
じ
め
藤
田

六
郎
兵
衛
氏
に
復
原
し
て
吹
い
て
い
た
だ
い
た
『
梅
花
集
』
の

そ
れ
と
は
相
当
印
象
の
異
な
る
も
の
に
仕
上
っ
た
が
、
こ
れ
は

物
真
似
部
分
と
笛
と
の
緊
密
な
協
同
作
業
の
結
果
成
立
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
主
の
役
に
、
こ
の
た
び
観
世
寿
夫
賞
も
受
賞

さ
れ
て
、
い
よ
い
よ
円
熟
の
境
地
に
あ
る
茂
山
千
五
郎
氏
を
お

願
い
し
た
の
も
、野
村
万
之
丞
氏
と
芸
質
の
違
う
と
こ
ろ
で
の
、

個
性
の
競
い
合
い
を
期
侍
し
て
の
こ
と
で
、
願
っ
て
も
な
い
異

流
競
演
と
な
っ
た
。

（
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
主
催
狂
言
の
会
「
復
曲

〈
鷺
〉
と
〈
彦
市
ば
な
し
〉」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

一
九
八
七
年

三
月
十
四
日

宝
生
能
楽
堂
）

資
料
２

「
復
曲
〈
鷺
〉
に
つ
い
て
」
田
口
和
夫

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
主
催
の
一
年
お
き
の
試
演
の
会
も
、

〈
雲
林
院
〉
・
〈
葵
上
）
に
続
い
て
三
回
目
と
な
り
、
復
曲
〈
鷺
〉

と
新
演
出
〈
彦
市
ば
な
し
〉
の
二
曲
に
よ
る
、
狂
言
の
会
と
し

て
行
な
わ
れ
た
。

番
組
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
六
十
二
年
三
月
十
四
日
（
土
）
午
後
六
時
よ
り
宝
生
能

楽
堂
で
行
わ
れ
、
は
じ
め
に
田
口
和
夫
の
解
説
が
あ
っ
た
。

野
村
万
之
丞
演
出
〈
鷺
〉

シ
テ

太
郎
冠
者

野
村
万
之
丞
、ア
ド

主

茂
山
千
五
郎
、

笛

一
噌
仙
幸

木
下
順
二
作
、
観
世
榮
夫
・
野
村
万
作
演
出〈
彦
市
ば
な
し
〉

彦
市

野
村
万
作
、
天
狗
の
子

野
村
武
司
、
殿
様

野
村
万

之
丞
、
笛

松
田
弘
之
、
太
鼓

小
寺
佐
七

〈
彦
市
ば
な
し
〉
は
、
定
評
の
あ
る
武
智
鉄
二
演
出
を
離
れ

て
、
民
話
劇
と
し
て
の
世
界
を
生
か
そ
う
と
す
る
新
し
い
演
出

に
よ
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
曲
目
の
選
定
か
ら
上
演
ま
で
、
直
接
に
か
か
わ

る
事
の
で
き
た
〈
鷺
〉
に
つ
い
て
そ
の
経
過
を
報
告
し
て
お
き
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た
い
。

研
究
所
員
で
あ
ら
れ
た
古
川
久
先
生
の
お
す
す
め
に
よ
り
、

万
之
丞
氏
は
は
や
く
か
ら〈
鷺
〉に
関
心
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
。

昭
和
六
十
年
五
月
十
日
の
研
究
所
所
員
会
議
で
、
次
の
試
演

テ
ー
マ
を
狂
言
に
定
め
た
と
き
、
万
之
丞
氏
に
よ
る
復
曲〈
鷺
〉

と
、
万
作
氏
に
よ
る
新
演
出
〈
彦
市
ば
な
し
〉
が
話
題
に
な
っ

た
の
は
自
然
な
流
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

同
五
月
十
二
日
以
降
、
万
之
丞
氏
と
相
談
し
て
、『
天
正
狂

言
本
』
や
鷺
流
に
存
在
し
た
曲
な
ど
も
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、

十
月
二
十
八
日
、〈
鷺
〉
を
と
り
あ
げ
る
事
に
決
定
、
そ
の
古

台
本
を
収
め
る
享
保
保
教
本
（
天
理
図
書
館
蔵
鷺
流
狂
言
伝
書

保
教
本
）
と
宝
暦
名
女
川
本
（
檜
氏
蔵
）
の
二
本
を
読
み
あ
わ

せ
る
。
こ
れ
ら
は
鷺
伝
右
衛
門
家
三
世
、
伝
右
衛
門
保
教
に

よ
っ
て
復
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
保
教
の
作
業
に
つ
い
て
は

当
日
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
し
て
お
い
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ

れ
に
よ
ら
れ
た
い
が
、
略
記
す
れ
ば
、（
中
略
、
資
料
１
参
照
）

さ
て
、
復
曲
の
作
業
は
六
十
一
年
二
月
二
十
七
日
、
万
之
丞

氏
宅
で
、
万
之
丞
氏
、
一
噌
仙
幸
氏
、
西
野
春
雄
氏
と
田
口
が

〈
鷺
〉
台
本
と
笛
の
譜
を
検
討
。
二
十
八
日
、
研
究
所
と
し
て

日
程
を
含
め
、「
狂
言
の
会
」
の
細
目
決
定
に
至
る
。
五
月
十

二
日
か
ら
、
作
業
は
よ
り
具
体
化
す
る
。
ま
ず
田
口
が
検
討
用

の
礎
稿
と
し
て
、
和
泉
流
の
〈
文
蔵
〉
の
前
半
と
、
保
教
本
・

名
女
川
本
の
せ
り
ふ
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
を
作
る
。
こ
れ
は

語
り
も
な
く
、
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
鷺
の
物
真
似
部
分
が

検
討
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
も
あ
り
、
も
う
す
こ
し
充
実
さ
せ

る
と
い
う
方
向
で
、
保
教
本
の
語
り
（
能
〈
鷺
〉
の
内
容
）
を

補
い
、
他
も
修
正
し
て
第
二
稿
が
で
き
る
（
以
下
、
礎
稿
は
田

口
の
作
業
に
よ
り
、
読
み
合
せ
の
場
で
修
正
を
加
え
る
）。

五
月
十
七
日
、
能
楽
研
究
所
に
お
い
て
、
藤
田
六
郎
兵
衛
氏

に
よ
る
、
藤
田
家
に
伝
わ
る
「
津
島
」
と
「
鷺
」
の
復
元
演
奏

を
う
か
が
う
。大
い
に
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
以
降
、
保
教
本
の
語
り
を
よ
り
充
実
さ
せ
た
も
の
と
、

全
く
新
し
く
創
作
し
た
語
り
と
、
両
方
を
な
ら
べ
て
第
三
稿
が

で
き
る
。
留
め
の
方
法
も
何
種
か
考
え
ら
れ
た
。

八
月
二
十
八
日
か
ら
三
日
間
、
法
政
大
学
箱
根
寮
に
、
万
之

丞
氏
、
仙
幸
氏
、
西
野
氏
と
四
人
で
合
宿
、
主
と
し
て
笛
の
工

夫
・
鷺
の
物
真
似
の
工
夫
が
進
展
し
た
。

十
月
四
日
、
新
し
く
創
作
し
た
語
り
を
用
い
る
こ
と
と
し
、

台
本
の
大
体
の
部
分
は
成
立
し
、
こ
れ
以
降
は
舞
台
語
と
し
て

の
練
り
上
げ
の
作
業
に
入
る
。
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あ
け
て
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
九
日
、
茂
山
千
五
郎
氏
に
台

本
検
討
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
前
半
、
不
奉
公
物
の
型
の
所

を
、
千
五
郎
家
台
本
に
よ
っ
て
修
正
す
る
。

二
月
十
三
日
、
語
り
と
そ
の
前
後
を
舞
台
の
呼
吸
に
合
わ
せ

て
表
現
修
正
、
上
演
台
本
に
ほ
と
ん
ど
近
い
形
に
ま
で
練
ら
れ

る
。三

月
八
日
の
小
修
正
を
経
て
、
十
二
日
の
申
合
せ
、
十
四
日

の
上
演
と
な
る
。
当
日
は
昼
の
部
で
も
〈
鷺
〉
を
上
演
し
た
。

二
番
目
の
狂
言
が
〈
靭
猿
〉
だ
っ
た
の
で
、
鷺
の
物
真
似
中
の

主
の
移
り
方
を
、
昼
の
部
で
は
少
く
し
て
い
た
だ
い
た
が
、昼
・

夜
二
回
の
公
演
で
も
、や
や
印
象
が
違
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

さ
て
、
日
を
お
っ
て
、
復
曲
作
業
に
つ
い
て
略
記
し
て
き
た

が
、
そ
の
結
果
、
台
本
と
し
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
か
わ
っ

て
ゆ
く
。

（
原
）
こ
こ
か
し
こ
に
む
れ
居
た
躰
が
又
余
所
の
様
に
御
座

り
ま
せ
い
で
心
が
付
い
て
面
白
う
御
座
り
ま
し
た
（
名

女
川
本
）

（
１
）
こ
こ
か
し
こ
に
群
れ
居
て
遊
ぶ
躰
が
（
以
下
同
）

（
２
）
こ
こ
こ
か
し
こ
に
群
れ
居
て
を
リ
ま
し
て
、
松
の
枝

を
飛
び
移
る
も
の
、
洲
崎
を
の
ど
か
に
歩
む
も
の
、
ま

た
池
の
中
で
ど
ぜ
う
を
狙
ふ
も
の
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と

遊
び
ま
す
る
て
い
が
（
以
下
同
）

（
４
）
こ
こ
か
し
こ
は
群
れ
居
て
を
リ
ま
し
て
、
松
の
枝
を

飛
び
移
る
も
の
、
池
の
中
で
ど
ぢ
ゃ
う
を
狙
ふ
も
の
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
と
遊
び
ま
す
る
て
い
が
、
さ
て
も
さ
て

も
面
白
い
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
推
敲
の
過
程
が
明
ら
か

に
な
る
だ
ろ
う
。全
体
の
流
れ
を
見
通
し
て
情
景
を
増
加
さ
せ
、

ま
た
削
除
す
る
、
何
と
な
く
ゆ
る
ん
だ
表
現
が
、
メ
リ
ハ
リ
が

明
確
な
表
現
と
な
る
こ
と
な
ど
が
、
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
セ
リ

フ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
語
り
に
は
、
な
お
一
層
の
推
敲

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
万
之
丞
氏
の
演
技
が
、
一
語
一
語
を
も

明
確
に
粒
た
た
せ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
推
敲
が
必
要
と
な
る

と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

笛
は
全
面
的
に
仙
幸
氏
と
万
之
丞
氏
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て

い
る
。
後
に
発
見
さ
れ
た
森
田
流
の
唱
歌
に
基
づ
い
て
工
夫
さ

れ
て
い
る
が
、
津
島
が
割
合
に
早
く
確
定
し
た
の
に
対
し
、
鷺

の
部
分
は
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
型
と
の
折
合
い
が
探
ら
れ
た
。
お
二

人
の
緊
密
な
共
同
作
業
が
な
く
て
は
、
お
そ
ら
く
あ
の
成
果
は

得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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鷺
の
姿
は
、
黒
骨
の
扇
を
頭
に
固
定
し
、
特
注
の
白
小
袖
を

か
ず
く
こ
と
に
な
っ
た
。
手
で
扇
を
持
つ
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は

あ
る
が
、
舞
台
の
展
開
を
よ
リ
整
っ
た
形
に
し
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

復
曲
は
、
現
代
の
舞
台
と
し
て
鑑
賞
に
堪
え
、
こ
れ
か
ら
の

再
演
に
も
堪
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
い

う
演
者
の
意
図
が
実
感
で
き
た
こ
と
が
私
に
と
っ
て
の
収
獲
で

あ
っ
た
。
苦
労
の
多
い
作
業
で
は
あ
っ
た
が
、
単
な
る
復
原
で

は
な
い
こ
の
試
み
は
、
現
代
の
狂
言
を
見
直
す
た
め
に
も
役
立

つ
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の
再
演
に

期
待
し
よ
う
。（
３
・
２８
、
岩
槻
）

（「
観
世
」
５４
巻
５
号
、
一
九
八
七
年
五
月
）

狂
言
〈
狸
腹
鼓
〉
の
語
り

こ
の
狂
言
は
二
〇
〇
〇
年
二
月
十
三
日
、「
萬
狂
言
披
キ

狸
腹
鼓
（
加
賀
）」
の
会
に
お
い
て

シ
テ
狸
・
・
野
村
万

之
丞
、
ア
ド
猟
師
・
・
野
村
与
十
郎
の
配
役
で
上
演
さ
れ
た
。

狂
言〈
狸
腹
鼓
〉は
一
子
相
伝
（
和
泉
流
）・
極
重
習
（
大
蔵
流
）

な
ど
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
重
い
曲
だ
が
、
現
在
の
演
出
に
は
そ

れ
ほ
ど
古
い
伝
承
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

和
泉
流
の
〈
狸
腹
鼓
〉
は
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
に
な
く
、

波
形
本
か
ら
見
え
る
が
、
そ
れ
は
「
隠
れ
も
な
い
猟
師
が
登
場

し
、
先
日
射
そ
こ
な
っ
た
女
狸
を
射
止
め
よ
う
と
、
今
日
も
広

野
で
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
波
形

本
所
収
曲
は
加
賀
前
田
家
に
あ
っ
た
通
称
〈
加
賀
狸
〉
と
同
根

と
み
ら
れ
る
。

鷺
流
で
は
享
保
保
教
本
に〈
猪
狸
〉と
い
う
曲
が
収
め
ら
れ
、

孕
ん
だ
女
狸
が
夫
を
尋
ね
る
と
い
う
設
定
は
無
い
が
、
猟
師
の

注
文
で
腹
鼓
を
打
つ
と
い
う
部
分
は
共
通
で
あ
る
。
保
教
本
の

注
に
「
鷺
大
蔵
ニ
ハ
無
之
狂
言
ナ
レ
共
、
能
キ
狂
言
故
、
大
望

ニ
シ
テ
稽
古
仕
（
シ
タ
）
ル
ニ
依
ッ
テ
記
」
と
あ
る
の
は
、
江

戸
中
期
の
状
況
を
知
る
た
め
に
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。
鷺
流
・

大
蔵
流
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
、「
大
望
」
に
し
た
と
い
う
こ

と
か
ら
、
伝
右
衛
門
保
教
が
誰
か
か
ら
重
い
曲
と
意
識
さ
れ
て

い
た
こ
れ
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

〈
狸
腹
鼓
〉
の
歴
史
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
知
見
は
服
部

幸
雄
氏
『
歌
舞
伎
成
立
の
研
究
』（
一
九
六
八
、
風
間
書
房
）

に
詳
し
い
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、〈
腹
鼓
〉
と
い
う
曲
名

は
す
で
に
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
糺
河
原
勧
進
猿
楽
に
お
い

て
演
じ
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
、
大
蔵
虎
明
の
『
わ
ら
ん
べ
草
』
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に
は
、
伝
聞
の
形
だ
が
、「
た
ぬ
き
の
は
ら
つ
づ
み
」
は
奈
良

祢
宜
の
「
と
っ
ぱ
」
が
「
つ
く
り
は
じ
め
」
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
と
っ
ぱ
が
作
っ
た
曲
は
と
っ
ぱ
の
末
と
い
う
脇
本
佐
左
衛

門
家
に
伝
承
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
当
然
、
南
都
祢
宜
流
に
も

伝
承
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
奈
良
在
住
の
ま
ま
仙
台
藩
の
狂
言
方

と
な
っ
た
中
垣
家（
大
蔵
八
右
衛
門
派
）に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

保
教
の
学
ん
だ
〈
猪
狸
〉
は
、
脇
本
家
か
南
都
祢
宜
流
の
も
の

だ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
蔵
流
で
は
古
台
本
が
無
く
、
茂
山
千
五
郎
家
の
井
伊
直
弼

作
と
い
う
通
称
〈
彦
根
狸
〉
が
〈
狸
腹
鼓
〉
と
し
て
演
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
曲
に
脇
本
・
中
垣
家
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は

服
部
氏
が
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
最
近
、
宮
本
圭
造

氏
が
「
彦
根
狸
の
出
自
」（「
能
」
京
都
観
世
会
館
、
二
〇
〇
〇

年
十
二
月
三
日
）
で
脇
本
家
の
も
の
を
改
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。

和
泉
流
の
〈
狸
腹
鼓
〉
は
、
腹
鼓
と
い
う
芸
を
後
半
に
生
か

し
、
前
半
を
大
曲
〈
釣
狐
〉
に
学
ん
で
、
狸
の
化
け
た
尼
が
猟

師
に
殺
生
を
説
く
と
い
う
場
面
に
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
本
曲
は
大
曲
と
な
り
、
和
泉
流
で
は
一
子

相
伝
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
〈
釣
狐
〉
ほ
ど
の

伝
承
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。〈
釣
狐
〉
に
学
ん
だ
大
曲
化
の

手
法
は
、
徒
に
こ
の
曲
を
重
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
弊
害
も

生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

万
蔵
家
で
は
三
世
万
蔵
直
英
が
〈
狸
腹
鼓
〉
の
名
演
で
名
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
加
賀
で
は
著
名
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
当
然
〈
加
賀
狸
〉
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
直
英
が

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
書
写
し
た
型
付
が
万
蔵
家
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
二
世
万
蔵
所
演
の
も
の
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
万
蔵
家
の
弟
子
筋
で
あ
る
矢
田
屋
庄

兵
衛
の
書
き
留
め
た
『
狂
言
稽
古
諸
事
覚
』
と
い
う
も
の
に
、

天
保
十
四
年
四
月
一
日
の
御
神
事
で
「
三
代
目
野
村
先
生
相
勤

被
申
候
」
と
し
て
記
さ
れ
た
上
演
記
録
は
「
弐
代
目
万
蔵
様
ノ

御
勤
被
申
候
よ
り
弐
拾
五
年
目
」
と
い
う
の
で
、
二
世
万
蔵
が

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
演
じ
た
型
付
は
当
然
存
在
し
、
天

保
十
四
年
の
三
世
所
演
は
、
こ
れ
に
工
夫
を
加
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
〈
狸
腹
鼓
（
加
賀
）〉
は
、
野
村
万
之

丞
氏
が
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
新
た
に
構
成
を
考
え
、「
野
村
万

之
丞
原
案
・
構
成
・
演
出
。
田
口
和
夫
台
本
補
綴
」
と
い
う
形

で
、
原
点
に
立
ち
戻
る
工
夫
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
舞
台
化
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の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
よ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
語
リ

に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
お
き
た
い
。
曲
の
梗
概
を
次
に
記
す
。

身
籠
も
っ
て
い
る
女
狸
が
帰
ら
な
い
夫
狸
を
尋
ね
て
尼
の

姿
で
登
場
す
る
。
猟
師
が
獲
物
を
追
っ
て
出
て
、
出
会
う
。

尼
は
猟
師
に
殺
生
の
罪
深
さ
を
語
り
、
猟
師
は
改
心
し
、

弓
矢
を
捨
て
、
犬
を
呼
ぶ
。
音
に
驚
い
た
尼
は
狸
と
見
破

ら
れ
、
腹
鼓
を
打
て
ば
許
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
、

狸
の
姿
に
戻
っ
て
腹
鼓
を
打
っ
て
入
る
。

従
来
の
語
リ
は
『
狂
言
三
百
番
集
』・『
狂
言
集
成
』
に
見
え

る
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

〈
狸
腹
鼓
〉
三
百
番
集
語
リ

シ
テ
「
既
に
釈
迦
佛
、
天
竺
霊
鷲
山
に
し
て
、
御
法
を
説

き
衆
生
を
示
し
給
ふ
に
も
、
殺
生
偸
盗
邪
淫
妄
語
飲
酒
戒

と
て
、
取
分
け
こ
の
五
つ
を
戒
め
給
ふ
。
中
に
も
殺
生
戒

は
、
第
一
の
戒
め
に
定
め
給
ふ
。
そ
れ
を
如
何
に
と
申
す

に
、
そ
の
殺
さ
る
ゝ
者
に
限
ら
ず
、
或
ひ
は
親
は
子
を
失

ひ
、
子
は
親
に
離
れ
、
夫
は
妻
を
奪
は
れ
、
妻
は
夫
に
別

れ
、
そ
の
嘆
き
い
く
ば
く
ぞ
や
。
殊
に
畜
類
は
、
恩
愛
煩

悩
執
着
深
く
、
別
れ
の
悲
し
み
人
に
勝
り
、
そ
の
恨
み
の

積
り
／
＼
て
殺
生
を
す
る
そ
の
人
に
限
ら
ず
、
子
々
孫
々

に
至
る
迄
、
そ
の
報
い
、
此
世
の
み
か
未
来
永
々
遁
る
べ

か
ら
ず
と
な
り
。
な
ん
ぼ
う
恐
ろ
し
き
事
に
て
は
候
は
ぬ

か
。
今
日
よ
り
し
て
は
、
殺
生
を
ふ
つ
と
お
止
ま
り
あ
れ

か
し
と
思
ひ
す
は
。

ア
ド
「
さ
て
々
是
は
恐
ろ
し
い
物
語
を
承
つ
た
。
其
様
な

事
と
も
ゆ
め
／
＼
存
ぜ
な
ん
だ
。

相
当
に
抽
象
的
な
語
リ
で
あ
る
。
万
之
丞
氏
は
殺
生
の
因
果

応
報
を
よ
り
具
体
的
に
描
く
構
想
を
立
て
、
私
が
こ
れ
を
文
章

化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。そ
の
第
一
稿
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〈
狸
腹
鼓
〉
語
リ
第
一
稿

シ
テ
「
こ
こ
に
殺
生
の
恐
ろ
し
い
物
語
が
あ
る
。
語
っ
て

聞
か
せ
う
程
に
、
と
く
と
聞
い
て
、
殺
生
を
ふ
つ
ふ
つ
止

ま
ら
し
ま
せ
。

ア
ド
「
そ
れ
は
如
何
や
う
の
事
で
ご
ざ
る
。
先
づ
語
っ
て

聞
か
さ
せ
ら
れ
い
。

シ
テ
「
昔
こ
の
国
に
、
殺
生
を
好
ん
で
、
明
け
暮
れ
鳥
・

け
だ
も
の
を
殺
す
一
人
の
猟
師
の
あ
り
し
よ
。

ア
ド
「
ほ
う
。

シ
テ
「
そ
の
猟
師
の
妻
、
こ
の
事
を
悲
し
み
、
無
益
な
殺

生
は
慎
め
と
常
々
願
う
て
居
っ
た
さ
う
な
。
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さ
て
こ
の
夫
婦
に
は
玉
の
様
な
男
の
子
が
あ
っ
た
。
父
の

猟
師
は
こ
れ
を
最
愛
し
、
猟
へ
行
く
に
も
こ
の
子
を
連
れ

て
行
く
。
幼
い
こ
の
子
の
弄
び
は
、
虫
と
見
れ
ば
羽
を
も

ぎ
手
足
を
折
り
、
小
さ
な
弓
矢
を
持
て
ば
犬
・
猫
を
射
て

喜
ん
で
居
っ
た
。
こ
の
子
十
五
歳
に
な
れ
ば
、
父
と
と
も

に
猟
を
し
て
も
、
父
を
し
の
ぐ
弓
矢
の
上
手
に
な
っ
て
居

っ
た
。
射
る
程
に
射
る
程
に
、熊
・
狼
も
一
矢
で
射
取
り
、

あ
っ
ぱ
れ
上
手
よ
と
謳
わ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
こ
の
子
の
猟
師
は
、
も
は
や
鳥
・
け
だ
も
の
を
殺
す
の

で
は
慰
め
ら
れ
ぬ
様
に
な
っ
て
居
っ
た
。
夜
な
夜
な
家
を

忍
び
出
て
、
道
行
く
人
を
射
殺
し
て
、
そ
の
持
ち
物
を
剥

ぎ
取
る
、
山
立
ち
に
な
っ
た
の
ぢ
や
。

﹇
別
ニ
、
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
が
、
く
ち
ば
し
・
羽
が

あ
っ
た
、
と
い
う
話
デ
モ
可
﹈

そ
の
如
く
、
親
の
殺
生
は
子
に
報
ゆ
る
。
因
果
応
報
、
恐

ろ
し
い
事
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
そ
な
た
に
は
、
お
子
は
あ
る
か
や
。

ア
ド
「
な
る
ほ
ど
男
子
が
一
人
御
座
る
。

シ
テ
「
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
な
た
の
殺
生
は
そ
の
子
に
報
ふ

や
も
知
れ
ぬ
。
悪
い
こ
と
は
言
は
ぬ
。
猟
を
止
め
て
後
生

を
願
は
し
め
。

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
万
之
丞
氏
の
構
想
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
推
敲
を
加
え
、
第
六
稿
が
完
成
稿
と
な
る
。
次
の

も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

〈
狸
腹
鼓
〉
語
リ
ー
第
六
完
成
稿

シ
テ「
ま
た
こ
こ
に
、
殺
生
の
恐
ろ
し
い
昔
物
語
が
あ
る
。

語
っ
て
聞
か
せ
う
か
、
但
し
、
釣
り
を
止
ま
る
ま
い
な
ら

ば
、
い
ら
ぬ
も
の
か

ア
ド
「
そ
れ
は
如
何
や
う
の
事
で
ご
ざ
る
。
ま
づ
語
っ
て

聞
か
さ
せ
ら
れ
い

シ
テ
「
そ
れ
な
ら
ば
そ
こ
に
腰
を
掛
け
て
、
語
ら
う
程
に

よ
う
お
聞
き
ゃ
れ
や

ア
ド
「
心
得
ま
し
た

シ
テ
「
昔
こ
の
国
に
、
殺
生
を
好
ん
で
、
明
け
暮
れ
鳥
・

獣
を
殺
す
一
人
の
猟
師
の
あ
り
し
よ
な

ア
ド
「
ほ
う

シ
テ
「
そ
の
猟
師
が
妻
、
昼
夜
の
分
か
ち
も
な
う
、
こ
の

こ
と
を
悲
し
み
、
無
益
な
殺
生
は
慎
め
よ
／
＼
と
願
う
て

ゐ
た
。
ま
た
こ
の
夫
婦
の
者
に
は
、
手
の
内
の
玉
と
可
愛

い
が
る
、
美
し
い
男
の
子
が
一
人
あ
っ
た
と
な
。
父
の
猟
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師
は
こ
れ
を
最
愛
し
、
猟
へ
行
く
に
も
こ
の
子
を
連
れ
、

殺
生
を
す
る
を
も
手
伝
は
せ
、
皮
を
剥
ぐ
の
は
そ
の
子
に

さ
せ
、
毎
日
々
々
殺
生
を
手
伝
は
せ
て
ゐ
た
故
か
、
幼
い

そ
の
子
の
弄
び
は
、
虫
と
見
れ
ば
手
足
を
も
ぎ
、
鳥
と
見

れ
ば
そ
の
羽
根
を
も
ぎ
、
弓
矢
を
持
て
ば
犬
・
猫
ど
も
を

射
て
楽
し
ん
で
ゐ
た
。
さ
て
そ
の
子
十
五
の
元
服
と
な
れ

ば
、
父
を
凌
ぐ
弓
矢
の
上
手
と
な
り
、
射
る
程
に
／
＼
、

空
を
か
く
る
大
鷹
、
地
を
走
る
猪
・
熊
ま
で
も
一
矢
に
射

取
り
、
あ
っ
ぱ
れ
射
手
よ
上
手
よ
と
、
世
に
謳
は
る
る
狩

人
と
な
っ
た
。
去
り
な
が
ら
、
そ
の
子
は
も
は
や
、
鳥
類

畜
類
の
殺
生
に
は
あ
き
た
ら
ず
、
夜
な
夜
な
家
を
忍
び
出

で
、
老
若
男
女
貴
賎
を
問
は
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
と
い
ふ
人

を
射
殺
し
、金
銀
は
申
す
に
及
ば
ず
、衣
類
ま
で
剥
ぎ
取
る

山
賊
に
な
り
、
つ
ひ
に
は
、
そ
の
親
を
も
ふ
っ
つ
と
射
殺

し
た
と
申
す
。
こ
れ
と
云
ふ
も
、
親
の
殺
生
は
子
に
報
ふ

る
。
因
果
応
報
、さ
て
／
＼
恐
ろ
し
い
物
語
で
は
な
い
か
。

ア
ド
「
仰
せ
ら
る
る
通
り
、
ま
こ
と
に
恐
ろ
し
い
物
語
で

ご
ざ
る

シ
テ
「
さ
て
そ
な
た
に
、
お
子
は
あ
る
か
や

ア
ド
「
な
る
程
男
子
を
一
人
持
っ
て
ご
ざ
る

シ
テ
「
ホ
ウ
ホ
ホ
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
な
た
の
殺
生
は
そ
の

子
に
報
ふ
や
も
知
れ
ぬ
。
悪
い
事
は
言
は
ぬ
。
こ
の
後
は

ふ
っ
つ
と
殺
生
は
止
め
て
、
後
生
を
願
は
し
ま
せ
や

当
初
の
構
想
で
は
、
語
リ
よ
り
は
シ
ャ
ベ
リ
の
レ
ベ
ル
で
考

え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、あ
え
て
語
リ
の
口
調
を
と
ら
ず
、

比
較
的
現
代
的
な
文
体
と
し
て
書
い
た
。
こ
れ
が
、
舞
台
化
を

進
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
や
は
り
要
所
に
仕
方
が
必
要
と
な
り
、

口
調
も
相
当
に
語
リ
的
に
な
っ
た
。〈
鷺
〉
と
は
異
な
っ
て
、

シ
ャ
ベ
リ
・
咄
を
目
指
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
仕
方
を
含
む
語

リ
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
〈
狸
腹
鼓
〉
も
後
半
の
腹

鼓
の
場
が
眼
目
で
あ
り
、
語
リ
は
そ
の
序
段
で
あ
る
こ
と
は

〈
鷺
〉
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
語
リ
の
方
向
が
逆
に
な
っ

た
の
は
、
眼
目
の
腹
鼓
を
楽
し
く
す
る
た
め
に
、
語
リ
を
対
照

的
な
因
果
の
網
を
強
調
し
た
恐
ろ
し
い
気
分
の
も
の
に
し
て
お

き
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、〈
鷺
〉
・
〈
狸
腹
鼓
〉
の
語
リ
の
創
作
・
舞
台
化
の

過
程
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
対
比
的
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に

言
え
る
だ
ろ
う
。
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〈
鷺
〉
に
お
い
て
は
、
語
リ
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
聞
き
手

と
話
し
手
と
の
対
立
を
際
だ
た
せ
、
咄
し
化
の
方
向
で
対
話
へ

の
還
元
も
な
さ
れ
る
。

〈
狸
腹
鼓
〉に
お
い
て
は
、咄
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
聞
き
手

の
同
化
を
求
め
、語
リ
化
の
方
向
で
、仕
方
へ
と
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
方
向
は
異
な
っ
て
も
共
通
に
言
え
る
こ
と
は
、

語
リ
は
聴
覚
だ
け
で
処
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
視
覚
化
の

方
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
。
狂
言
の
一
小
段
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
と
き
の
語
リ
は
常
に
仕
方
を
要
求
す
る
、
と
。
考

え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
、
一
般
的
に
も
人
間
の

言
語
表
現
、
特
に
他
へ
の
語
り
か
け
は
自
然
に
身
体
表
現
を
と

も
な
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
能
の
ア
イ
語
リ
、
特

に
居
語
リ
は
仕
方
を
交
え
な
い
こ
と
を
通
例
と
す
る
。
仕
方
が

入
れ
ば
そ
れ
は
ア
シ
ラ
イ
ア
イ
の
範
疇
に
な
る
と
言
え
る
の
で

あ
ろ
う
。
仕
方
を
あ
え
て
抑
制
す
る
こ
と
で
、
い
よ
い
よ
語
リ

の
技
術
が
錬
磨
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
が
、

一
方
で
は
舞
台
上
の
面
白
さ
を
犠
牲
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
ア
イ
語
リ
の
再
生
と
い
う
点
で
は
、
例
え
ば
小
書
の

形
で
も
、
仕
方
入
り
の
ア
イ
語
リ
が
実
現
さ
れ
て
も
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

仕
方
を
交
え
る
こ
と
は
、
相
手
役
へ
の
働
き
か
け
が
試
み
ら

れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
相
手
役
が
こ
れ
に
答
え
、
対
話
的
に
な

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
劇
へ
の
展
開
が
生
ま
れ
る
。
語
リ
を
聞
か
せ
、

見
せ
る
た
め
に
一
曲
を
構
想
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ

る
。〈
文
蔵
〉
な
ど
の
語
リ
主
眼
の
狂
言
は
そ
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。（
２
０
０
０
年
９
月
１０
日
稿
）

（
本
稿
は
一
九
九
七
〜
九
九
年
度
文
学
部
共
同
研
究
「
表
象
文

化
の
基
礎
的
研
究
」
の
成
果
を
含
む
）

狂
言
の
《
語
リ
》
考
―
狂
言
〈
鷺
〉・〈
狸
腹
鼓
〉
要
旨

田
口
和
夫

狂
言
の
演
技
の
主
要
な
一
要
素
と
し
て
の
語
リ
は
ア
イ
語

リ
、
本
狂
言
に
お
け
る
語
リ
と
も
に
、
近
代
に
お
い
て
重
視
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
狂
言
〈
鷺
〉
の
復
曲
、
狂
言
〈
狸
腹

鼓
〉
の
修
訂
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の
語
リ
を
新
作
し
た
体
験

か
ら
、
語
リ
は
必
然
的
に
仕
方
へ
発
展
す
る
こ
と
を
発
見
し
、

そ
れ
が
語
リ
中
心
の
狂
言
に
展
開
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
併
せ

て
狂
言
〈
鷺
〉
の
復
曲
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
旧
考
を
収
め
、

近
代
狂
言
史
叙
述
の
た
め
の
資
料
と
し
た
。
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