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は
じ
め
に

橋

場

夕

佳

観
泄
大
夫
元
章
の
小
書

|
《
富
士
太
鼓
》
「
現
之
楽
」
を

中
心
と
し
て
1

十
五
世
観
世
大
夫
元
章
（
享
保
七
年
[
-
七
ニ
―

-
]
1
安
永
三
年
[
-
七

七
四
]
)
が
行
っ
た
一
連
の
能
楽
改
革
の
う
ち
、
「
明
和
改
正
謡
本
」
（
以

下
、
明
和
本
と
略
す
）
の
極
端
と
も
言
え
る
詞
章
改
訂
は
、
明
和
本
刊
行
当

時
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
頗
る
評
判
が
悪
い
。
し
か
し
、
現
在
の
評
価
は
と

も
か
く
と
し
て
、
刊
行
当
時
の
悪
評
は
、
能
楽
が
既
に
古
典
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
が
、
詞
章
改
訂
自
体
を
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
加
味
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
演
出
改
革
、
中
で
も
小
書
（
特
殊
演
出
）
の
整
備
と
創
案

に
関
し
て
は
、
現
在
の
観
世
流
に
そ
の
大
半
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
演
出
に
多
様
性
を
生
ん
だ
業
績
と
し
て
一
定
の
評

価
を
得
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
元
章
の
小
書
に
関
し
て
は
、
既
に
山
中
玲

子
氏
が
「
観
世
元
章
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
そ
の
全
体
を
概
観

(
1
)
 

さ
れ
て
い
る
。
山
中
氏
の
御
論
は
元
章
の
創
案
し
た
小
書
の
把
握
と
そ
の
特

色
に
留
ま
ら
ず
、
当
時
の
番
組
に
お
け
る
小
書
の
記
録
、
更
に
多
数
の
小
書

の
案
出
が
当
時
の
時
代
的
機
運
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
但

し
、
個
々
の
小
書
の
成
立
に
関
し
て
は
ま
だ
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
天
野
文
雄
氏
は
「
明
和
の
改
正
と
「
三
読
物
」
関
係
曲
の

演
出
ー
ー
＇
《
安
宅
》
〈
正
尊
》
《
木
曽
》
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
ー

_
_
 」
に
お

い
て
、
そ
の
体
系
的
改
訂
の
実
態
と
他
流
へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

(
2
)
 

る
。
ま
た
、
長
田
あ
か
ね
氏
の
「
小
書
「
乏
佐
走
」
考
ー
〈
誓
願
時
〉

《
当
麻
》
の
後
シ
テ
の
装
束
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
で
は
、
元
章
の
工
夫
に

よ
っ
て
成
っ
た
小
害
「
乏
佐
走
」
に
関
す
る
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て
お

(
3
)
 

り
、
こ
れ
ら
の
論
考
は
元
章
創
始
の
小
書
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
示
し
て
も
い
る
。

う
つ
つ

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
元
章
創
案
の
小
書
で
あ
る
《
富
士
太
鼓
〉
「
現
之

楽
」
を
中
心
に
、
同
趣
の
小
書
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
、
そ
の
成
立
と
波
及
に

つ
い
て
た
ど
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
《
富
士
太
鼓
》
の
梗
概
を
た
ど
り
つ
つ
、
明
和
本
〈
富
士
太
鼓
》

の
詞
章
改
訂
に
見
ら
れ
る
元
章
の
作
品
理
解
に
つ
い
て
考
察
し
、
演
出
と
の

関
連
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、
梗
概
は
明
和
本
直
前
の
観
世

流
の
本
文
で
あ
る
正
徳
弥
生
本
に
拠
っ
て
い
る
。

本
曲
は
、
ま
ず
萩
原
の
院
に
仕
え
る
臣
下
（
ワ
キ
）
が
富
士
・
浅
間
の
楽

人
同
士
の
争
い
の
顛
末
を
語
る
と
こ
ろ
よ
り
始
ま
る
。
内
裏
に
お
い
て
七
日

の
管
絃
が
催
さ
れ
、
こ
れ
に
は
天
王
寺
の
楽
人
浅
間
が
さ
き
に
召
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
住
吉
か
ら
富
士
と
い
う
楽
人
が
同
じ
く
太
鼓
の
役
を
望
ん

で
参
じ
た
。
古
歌
に
も
「
信
濃
な
る
浅
間
の
山
も
燃
ゆ
な
れ
ば
富
士
の
煙
の

か
ひ
や
な
か
ら
ん
」
と
あ
る
、
煙
く
ら
べ
を
す
れ
ば
浅
間
が
勝
る
と
い
う
で

は
な
い
か
と
の
勅
綻
が
あ
っ
た
が
、
す
で
に
召
さ
れ
て
い
た
浅
間
は
富
士
の

振
る
舞
い
に
大
い
に
怒
り
、
富
士
を
誅
殺
し
た
の
で
あ
る
。
ワ
キ
が
、
ゆ
か

《
富
士
太
鼓
》
の
詞
章
改
訂
と
元
章
の
作
品
理
解
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り
の
者
が
来
た
な
ら
ば
、
富
士
の
形
見
を
渡
し
て
や
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ

へ
、
夫
の
身
を
案
じ
た
富
士
の
妻
（
シ
テ
）
が
娘
（
子
方
）
を
伴
っ
て
訪
ね

て
く
る
。

さ
て
、
冒
頭
の
ワ
キ
の
詞
は
、
明
和
本
で
は
左
に
示
し
た
よ
う
に
大
き
く

変
え
ら
れ
て
い
る
。
（
＾
正
〉
は
正
徳
弥
生
本
、
〈
明
〉
は
明
和
本
を
指
す
）

〈
正
〉
ワ
キ
「
扱
も
内
裏
に
七
日
の
管
弦
の
御
座
候
に
よ
り
、
天
王
寺

よ
り
あ
さ
ま
と
申
楽
人
、
是
ハ
な
ら
び
な
き
た
い
こ
の
上
手
に
て

候
を
、
召
上
せ
ら
れ
太
鼓
の
役
を
仕
候
虞
に
、
又
住
吉
よ
り
富
士

と
申
楽
人
、
是
も
劣
ら
ぬ
太
鼓
の
上
手
に
て
候
が
、
管
弦
の
役
を

望
ミ
罷
上
り
て
候
、
此
由
聞
召
れ
、
富
士
浅
間
何
れ
も
面
白
き
名

也
、
去
な
が
ら
古
き
面
に
、
し
な
の
な
る
浅
間
の
嶽
も
、
ゆ
る
と

い
へ
ば
、
富
士
の
煙
の
か
ひ
や
な
か
ら
ん
と
聞
時
は
、
名
こ
そ
う

へ
な
き
ふ
じ
成
共
、
あ
つ
は
れ
浅
間
ハ
ま
さ
う
ず
る
物
を
と
勅
錠

有
し
に
よ
り
、
重
て
富
士
と
申
者
も
な
く
候
、
去
程
に
浅
間
此
よ

し
を
聞
、
に
く
き
ふ
じ
が
振
舞
か
な
と
て
、
彼
宿
所
に
を
し
よ

せ
。
あ
へ
な
く
富
士
を
う
つ
て
候
、
誠
に
不
便
の
次
第
に
て
候

〈
明
〉
ワ
キ
「
・
・
・
さ
て
も
内
裏
に
七
日
の
管
弦
の
御
座
候
に
よ
り
、
天

王
寺
の
楽
人
、
浅
間
と
申
太
鼓
の
上
手
を
め
し
上
せ
ら
れ
て
候
虞

に
、
住
吉
の
楽
人
富
士
と
申
者
、
太
鼓
の
や
く
を
望
申
て
上
り

候
、
や
が
て
此
両
人
の
太
鼓
を
こ
、
ろ
見
ら
れ
候
に
、
富
士
ハ
浅

間
よ
り
抜
群
に
ま
さ
り
て
候
、
こ
れ
に
依
て
初
中
終
の
三
日
の
太

鼓
の
や
く
を
給
ハ
り
、
浅
間
は
は
じ
め
召
の
ほ
せ
ら
れ
し
に
な
だ

め
ら
れ
、
そ
の
あ
ひ
だ
四
ヶ
日
の
太
鼓
と
の
御
さ
だ
め
に
候
ひ
し

を
、
浅
間
ハ
ひ
と
へ
に
ふ
じ
を
恨
ミ
、
か
れ
が
旅
宿
へ
し
の
び
ゆ

き
、
あ
へ
な
う
富
士
を
う
つ
て
候
、
さ
る
あ
ひ
だ
浅
間
を
バ
誅
せ

ら
れ
て
候
得
ど
も
、
か
の
ふ
じ
が
事
、
誠
に
不
便
の
次
第
に
て
候

こ
の
ワ
キ
の
詞
は
、
敗
者
の
富
士
が
勝
者
の
浅
間
に
討
た
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
経
緯
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
明
和
本
以
前
か
ら
流
動
的
な
箇
所
で

あ
る
。
改
訂
前
の
詞
章
で
は
、
富
士
浅
間
の
両
人
と
も
何
れ
劣
ら
ぬ
太
鼓
の

上
手
で
あ
り
、
帝
の
勅
綻
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
召
さ
れ
て
い
た
浅
間
が
太
鼓

の
役
を
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
浅
間
は
富
士
の
出
過
ぎ
た

振
る
舞
い
に
大
い
に
怒
り
、
富
士
を
誅
殺
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し

て
、
改
訂
後
の
詞
章
は
、
富
士
の
太
鼓
の
腕
が
浅
間
よ
り
格
段
に
勝
っ
て
い

た
た
め
太
鼓
の
役
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
妬
ん
だ
浅
間
に
よ
り
富
士
が
討
た

れ
た
こ
と
、
そ
の
咎
に
よ
り
浅
間
は
誅
せ
ら
れ
た
こ
と
を
語
る
。
古
歌
を
踏

ま
え
た
戯
れ
の
よ
う
な
勅
綻
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
両
人
の
太
鼓
の
腕
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
が
決
め
ら
れ
た
と
い
う
改
訂
は
、
「
な
ま
な
ま
し
い

(
4
)
 

敵
討
ち
を
和
歌
問
答
的
構
想
の
中
で
処
理
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
る
本
曲
の

趣
を
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
る
。
従
来
の
詞
章
で
は
、
勝
者

の
浅
間
が
富
士
を
討
つ
必
然
性
が
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
印
象
が
あ
っ

た
が
、
改
訂
後
の
詞
章
で
は
、
抜
群
の
技
量
を
持
つ
富
士
へ
の
嫉
妬
と
、
後

か
ら
や
っ
て
き
た
富
士
に
太
鼓
の
役
を
奪
わ
れ
る
形
と
な
っ
た
屈
辱
が
、
浅

間
を
富
士
殺
害
へ
駆
り
立
て
た
と
い
う
経
緯
が
、
大
変
明
快
で
あ
る
。
ま

た
、
太
鼓
の
技
量
に
歴
然
と
し
た
差
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
あ
え
な
く
討
た
れ

た
富
士
の
悲
劇
性
を
い
や
増
し
も
す
る
。

夫
の
死
を
知
ら
さ
れ
嘆
き
悲
し
む
妻
へ
、
ワ
キ
は
富
士
の
形
見
と
な
っ
た

舞
衣
と
鳥
兜
を
渡
す
。
富
士
の
妻
は
、
召
さ
れ
て
も
い
な
い
身
で
都
へ
上
ろ

う
と
す
る
夫
へ
「
下
と
し
て
上
を
計
る
に
似
た
る
べ
し
」
と
、
理
を
も
っ
て

405 観世大夫元章の小書



引
き
止
め
た
こ
と
を
思
い
返
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
取
り

維
っ
て
引
き
留
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
と
嘆
き
悔
や
み
、
形
見
を
着

す
。
形
見
を
着
し
た
こ
と
で
、
感
情
は
昂
ぶ
り
、
太
鼓
こ
そ
我
が
夫
の
敵
で

あ
る
と
打
と
う
と
す
る
。
形
見
を
着
す
「
物
着
」
を
境
に
し
て
、
理
知
的
に

見
え
た
富
士
の
妻
の
様
子
は
一
変
す
る
。
形
見
を
着
す
こ
と
に
よ
る
一
時
的

な
狂
乱
、
そ
の
客
観
的
に
は
奇
異
に
映
る
行
動
を
、
子
方
が
一
度
は
制
止
す

る
と
い
う
構
成
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
〈
松
風
》
に
も
見
ら

(
5〉

れ
る
手
法
で
あ
る
。

が
く

舞
衣
と
鳥
兜
を
身
に
付
け
た
妻
の
身
に
、
夫
富
士
の
幽
霊
が
憑
き
、
楽

を
舞
う
。
こ
の
楽
は
、
直
前
の
詞
章
に
「
富
士
が
幽
霊
来
る
と
見
え
て
」
と

あ
る
か
ら
、
形
見
を
着
し
狂
乱
の
体
の
富
士
の
妻
に
亡
き
富
士
の
霊
が
憑
い

て
の
、
《
井
筒
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
移
り
舞
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

《
井
筒
》
に
お
け
る
舞
は
、
業
平
の
形
見
の
直
衣
を
着
し
た
紀
有
常
の
娘

に
、
歌
舞
の
菩
薩
の
化
身
で
も
あ
る
業
平
が
乗
り
移
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
舞
人
で
な
い
有
常
の
娘
が
舞
う
こ
と
の
必
然
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

舞
の
内
で
は
、
シ
テ
は
有
常
の
娘
で
も
あ
り
、
業
平
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
〈
富
士
太
鼓
》
に
お
い
て
も
同
様
に
、
楽
人
で
あ
る
富
士
の
霊
が
乗
り

移
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
士
の
妻
は
楽
を
舞
う
。
そ
の
楽
の
内
で
は

富
士
で
も
あ
り
富
士
の
妻
で
も
あ
る
。
明
和
本
で
は
、
こ
の
楽
に
入
る
前
の

詞
章
に
、
富
士
の
妻
の
狂
乱
を
強
調
す
る
次
の
よ
う
な
改
訂
が
見
ら
れ
る
。

〈
正
〉

〈
明
〉

女
「
う
て
や
く
と
責
つ
づ
み
地
「
あ
ら
扱
こ
り
の
な
く
音
や
な

女
「
う
て
や
く
と
せ
め
つ
づ
み
地
「
う
つ
、
こ
、
ろ
の
乱
ば
ち

こ
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
元
章
の
創
始
に
な
る
小
書
「
現
之
楽
」
と
の
関

連
が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
現
之
楽
」
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。
さ
て
、
猶
も
太
鼓
の
撥
を
剣
に
見
立
て
て
舞
う
う
ち
に
富
士
の
眼
患

の
炎
も
消
え
、
伶
人
の
舞
姿
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
夫
の
形
見
を
着
し
た

自
身
の
姿
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
妻
が
「
た
ぐ
ひ
な
や
な
っ
か

し
や
」
と
感
慨
を
も
ら
す
。
こ
う
し
て
悪
心
の
晴
れ
た
富
士
の
妻
は
、
人
々

に
暇
を
告
げ
て
帰
っ
て
い
く
。

右
の
梗
概
の
内
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
《
富
士
太
鼓
〉
は
物
狂
い
能
の
要

素
が
強
く
、
大
谷
節
子
氏
は
本
曲
を
「
思
ひ
ゆ
へ
の
物
狂
」
と
は
区
別
し
つ

つ
、
「
物
狂
能
と
「
望
月
」
の
中
間
の
座
標
に
位
置
す
る
物
狂
能
変
奏
曲
」

(
6
)
 

と
評
さ
れ
て
い
る
。
形
見
の
着
用
に
よ
っ
て
富
士
の
妻
が
狂
乱
の
体
と
な
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
明
和
本
《
富
士
太
鼓
〉
に
お
い
て
作
品
理
解
と
関
わ
る
改
訂
を
、

梗
概
に
沿
っ
て
挙
げ
て
み
た
。
元
章
の
改
訂
は
、
《
富
士
太
鼓
》
が
元
来
持

っ
て
い
る
狂
乱
の
要
素
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
楽
人
争
い
の
顛
末
を
現

実
的
に
改
訂
す
る
こ
と
で
、
富
士
の
妻
の
恨
み
を
よ
り
生
々
し
く
さ
せ
て
い

る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
が
故
に
、
夫
の
敵
と
目
す
る
太
鼓
を
打
っ
た
と
し
て

も
、
「
富
士
が
恨
み
を
は
ら
せ
ば
涙
こ
そ
う
へ
な
か
り
け
れ
（
富
士
の
思
い

(
7
)
 

を
晴
ら
し
た
か
ら
上
な
き
も
の
は
嬉
し
涙
だ
）
」
（
正
徳
弥
生
本
）
で
は
な

く
、
「
富
士
が
恨
ハ
は
れ
て
も
涙
こ
そ
つ
き
せ
ざ
り
け
れ
（
富
士
の
思
い
は

晴
れ
て
も
涙
は
つ
き
な
い
）
」
（
明
和
本
）
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

次
章
で
述
べ
る
小
書
「
現
之
楽
」
に
も
、
こ
の
元
章
の
作
品
解
釈
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
現
之
楽
」
の
成
立
と
そ
の
波
及

《
富
士
太
鼓
》
の
小
書
に
「
現
之
楽
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
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れ
は
「
元
章
習
事
伝
授
目
録
j

（
鴻
山
文
庫
蔵
）
等
の
記
事
か
ら
も
、
元
章

創
案
の
小
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
小
書
に
な
る
と
、
常
の
黄
鎧

楽
か
ら
盤
渉
楽
と
な
り
、
舞
全
体
に
緩
急
が
つ
く
。
足
拍
子
も
外
し
て
踏

み
、
三
段
目
オ
ロ
シ
で
橋
掛
り
へ
行
き
、
一
ノ
松
に
て
夫
の
敵
と
見
な
す
太

鼓
を
見
込
む
。
夫
の
死
に
直
面
し
た
富
士
の
妻
の
心
情
を
、
楽
の
内
に
お
い

て
も
よ
り
直
接
的
に
表
現
す
る
演
出
で
あ
る
。
舞
事
に
お
け
る
橋
掛
り
の
有

効
性
に
着
目
し
、
そ
れ
を
小
書
演
出
に
活
用
し
た
の
が
元
章
で
あ
る
と
も
言

(8) 

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
現
之
楽
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
《
富
士
太
鼓
〉
に
お
い
て
、
シ
テ
が
楽
の
内
に
橋
掛
り
へ
行

く
演
出
は
、
江
戸
初
期
よ
り
喜
多
流
で
「
狂
乱
之
楽
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
書
に
関
し
て
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
北
寿

硯
の
極
書
を
持
つ
喜
多
流
の
伝
書
『
能
覚
書
」
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）
で
は

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
句
読
点
は
筆
者
が
付
し
た
）
。

一
、
富
士
太
鼓
ノ
事

是
も
恋
ノ
物
狂
也
。
尤
、
ふ
じ
が
打
た
れ
た
ヲ
聞
て
よ
り
也
。

．．．
 
此
楽

ハ
狂
乱
ノ
楽
と
云
て
此
楽
斗
橋
掛
へ
く
つ
ろ
ぎ
て
不
レ
苦
。
外
ノ
楽
ニ

く
つ
ろ
ぐ
事
曾
而
な
し
。
此
一
番
な
り
。
三
段
目
ノ
跡
、
手
所
邊
、
常

ハ
笛
あ
ま
り
て
し
に
く
し
。
さ
や
う
の
時
、
橋
掛
へ
く
つ
ろ
ぎ
て
不
レ

苦
。
又
、
袖
ヲ
お
ろ
し
、
四
段
目
へ
掛
ル
前
二
て
く
つ
ろ
ぎ
て
も
同
事

也
。
常
ノ
舞
と
ち
が
ひ
、
笛
ノ
く
さ
り
定
り
た
れ
バ
、
多
ク
延
ル
ハ
悪
シ
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
橋
掛
り
ヘ
ク
ッ
ロ
グ
の
は
三
段
目
の
手
の
と
こ
ろ
で
も

四
段
目
の
前
で
も
よ
く
、
ま
た
、
楽
の
内
に
ク
ッ
ロ
グ
の
は
《
富
士
太
鼓
》

一
曲
で
あ
る
と
言
う
。
「
常
ハ
笛
あ
ま
り
て
し
に
く
し
。
さ
や
う
の
時
、
橋

掛
へ
く
つ
ろ
ぎ
て
不
苦
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
の
演
出
が
実
際
の
舞
台
に

お
け
る
囃
子
と
の
兼
合
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
、
「
狂
乱
之
楽
」
と
い
う
特
別
な
囃
子
の
手
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
「
多
ク
延
ル
ハ
悪
シ
」
と
の
注
意
も
見
え
る
。
ま
た
、
橋
掛
り
ヘ
ク
ッ

ロ
グ
と
あ
る
だ
け
で
、
太
鼓
を
見
込
む
型
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
延
宝
七
年
の
時
点
で
、
喜
多
流
に
は
「
狂

乱
之
楽
」
と
言
わ
れ
る
、
シ
テ
が
楽
の
内
に
橋
掛
り
で
ク
ッ
ロ
グ
演
出
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
元
章
の
時
代
に
も
喜
多
流
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
元
章
は
、
そ
こ
に
橋
掛
り
で
の
具
体
的
な
所
作
を

加
え
、
舞
の
緩
急
や
足
拍
子
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
シ
テ
の
心
情
を
よ
り
明

確
に
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
喜
多
流
の
「
狂
乱
之
楽
」
に
お
い
て
も
、
「
現
之

楽
」
と
同
様
に
楽
の
内
に
お
い
て
橋
掛
り
よ
り
太
鼓
を
見
込
む
型
が
あ
る
。

喜
多
流
の
粟
谷
明
生
氏
の
御
示
教
に
よ
る
と
、
「
狂
乱
之
楽
」
の
橋
掛
り
よ

り
太
鼓
を
見
込
む
型
は
伝
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

伝
書
と
は
、
土
佐
山
内
家
の
役
者
で
あ
っ
た
戸
部
厚
敬
氏
の
も
の
を
、
大
正

十
二
年
に
粟
谷
益
二
郎
氏
が
譲
り
受
け
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
能

覚
書
」
の
記
述
か
ら
考
え
て
も
、
太
鼓
を
見
込
む
型
は
「
現
之
楽
」
か
ら
の

影
響
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
章
創
案
の
〈
釆
女
》
「
美
奈

保
之
伝
」
、
《
柏
崎
〉
「
思
出
之
舞
」
、
《
吉
野
静
〉
「
応
変
之
舞
」
な
ど
の
小
書

に
、
舞
事
の
中
で
橋
掛
り
へ
行
き
、
作
品
内
容
に
関
わ
る
所
作
を
す
る
演
出

の
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
推
定
の
傍
証
と
な
り
得
よ
う
。
現
在
、

観
世
流
の
「
現
之
楽
」
と
喜
多
流
の
「
狂
乱
之
楽
」
の
内
容
及
ぴ
演
出
意
図

に
大
き
な
差
が
な
い
の
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
小
書
が
相
互
に
影

響
し
合
っ
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
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な
お
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
0
)
の
＝
隣
忠
秘
抄
』
に
は
、
「
此
能
は
盤

渉
の
も
の
に
は
あ
ら
ず
。
時
に
よ
り
盤
渉
も
苦
し
か
ら
ざ
る
か
」
と
あ
る
か

ら
、
元
章
以
前
よ
り
盤
渉
楽
に
す
る
演
出
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
「
現

之
楽
」
は
こ
の
点
で
も
先
行
す
る
演
出
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
現
之
楽
」
創
案
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
《
富
士

太
鼓
》
と
同
エ
異
曲
の
作
品
に
《
梅
枝
〉
が
あ
る
。
両
曲
と
も
誅
殺
さ
れ
た

楽
人
富
士
の
妻
を
主
人
公
と
し
、
楽
人
同
士
の
遺
恨
に
よ
る
刃
傷
事
件
の
そ

の
後
と
い
う
同
素
材
を
扱
い
な
が
ら
、
〈
富
士
太
鼓
》
は
現
在
能
形
式
、
《
梅

枝
》
は
夢
幻
能
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
《
梅
枝
》
に
は
か
つ
て
「
越
天
楽
の

掛
り
」
と
言
わ
れ
る
演
出
が
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
た
《
梅
枝
》
の
演
出
史

(
9
)
 

は
、
小
田
幸
子
氏
の
「
『
梅
枝
j

演
出
の
歴
史
」
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
拠
る

と
、
「
越
天
楽
の
掛
り
」
と
は
、
楽
の
序
に
一
ク
サ
リ
特
殊
な
譜
が
加
え
ら

れ
、
そ
の
内
に
太
鼓
を
叩
く
所
作
を
す
る
と
い
う
。
こ
の
演
出
は
現
在
の

《
梅
枝
》
に
は
な
く
、
《
富
士
太
鼓
〉
に
の
み
残
っ
て
い
る
が
、
元
章
の
時

代
に
は
、
両
曲
に
存
在
し
た
こ
と
が
「
乱
舞
能
附
j

（
寛
政
三
年
。
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
）
の
記
事
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
小
田
氏
は
、
現
行
の
《
梅
枝
〉
で

(10) 

こ
の
太
鼓
を
打
つ
演
技
が
希
薄
化
し
た
原
因
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

〈
梅
枝
〉
は
類
曲
〈
富
士
太
鼓
〉
と
の
関
連
の
も
と
に
演
奏
さ
れ
て
来

た
と
思
わ
れ
る
。
「
太
鼓
役
の
楽
人
の
物
ま
ね
」
と
い
う
共
通
モ
チ
ー

フ
を
有
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
は
、
太
鼓
を
打
つ
演
技
を
同
程
度
の
見

せ
場
と
し
て
演
じ
て
い
た
が
、
次
第
に
類
似
性
よ
り
も
差
異
性
の
方
に

重
点
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
打
つ
こ
と
が
本
文
中
に
明
示
さ
れ
て
い
な

い
〈
梅
枝
〉
で
希
薄
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
「
越
天
楽
の
掛
り
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
元
章
の
創
案
し
た

「
現
之
楽
」
に
も
、
〈
梅
枝
》
と
の
差
異
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
元
章
の
時
代
に
も
、
《
富
士
太
鼓
〉
と
〈
梅
枝
〉
の
太
鼓

(11) 

を
打
つ
演
技
は
、
「
同
程
度
の
見
せ
場
と
し
て
演
じ
て
い
た
」
で
あ
ろ
う
か

ら
、
そ
こ
に
更
に
橋
掛
り
に
て
太
鼓
を
見
込
む
演
技
を
加
え
、
楽
に
狂
乱
の

要
素
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
夢
幻
能
形
式
故
に
狂
乱
の
要
素
の
少
な
い
《
梅

枝
》
と
の
差
異
化
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
富
士
太
鼓
》
に
小
書
を
創

案
す
る
一
方
で
、
《
梅
枝
〉
に
は
「
越
天
楽
の
掛
り
」
こ
そ
残
し
て
い
る
も

の
の
、
何
ら
工
夫
を
施
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
消
極
的
措
置
で
は
あ
る
が
こ

の
推
測
の
根
拠
と
成
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
楽
の
内
に
橋
掛
り
へ
行
く
所
作
の
あ
る
小
書
と
い
え
ば
、

〈
富
士
太
鼓
〉
の
ほ
か
に
《
天
鼓
》
の
「
弄
鼓
之
舞
」
が
あ
る
（
こ
の
小
書

は
元
章
の
創
案
と
考
え
ら
れ
る
）
。
《
天
鼓
》
は
、
天
よ
り
降
り
下
る
鼓
を
献

ぜ
よ
と
の
勅
命
に
背
き
処
刑
さ
れ
た
天
鼓
の
物
語
で
あ
る
。
天
鼓
の
父
で
あ

る
王
伯
を
前
ジ
テ
と
し
、
前
場
は
天
鼓
が
死
し
て
後
は
一
向
に
鳴
ら
ぬ
天
の

鼓
を
、
内
裏
に
召
さ
れ
た
王
伯
が
鳴
ら
す
ま
で
を
描
く
。
後
ジ
テ
は
変
わ
っ

て
天
鼓
の
霊
と
な
る
。
前
場
の
奇
瑞
に
感
涙
し
た
帝
が
催
す
管
弦
講
に
天
鼓

の
霊
が
現
れ
、
弔
い
を
悦
ん
で
の
舞
（
楽
）
と
な
る
。

こ
の
〈
天
鼓
》
の
「
弄
鼓
之
舞
」
で
は
、
通
常
は
大
鼓
・
小
鼓
の
み
の
楽

が
太
鼓
入
り
の
盤
渉
楽
と
な
る
。
そ
の
点
は
「
現
之
楽
」
と
は
異
な
る
が
、

楽
の
三
段
目
を
過
ぎ
て
橋
掛
り
へ
行
き
、
一
の
松
で
舞
台
の
謁
鼓
を
見
込
む

と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
〈
天
鼓
》
の
場
合
は
、
そ
れ
が
生
前
に
シ
テ
天
鼓

の
執
着
し
た
天
の
鼓
へ
の
思
い
と
、
再
び
愛
器
に
巡
り
会
え
た
悦
び
を
表
現

す
る
。
そ
の
後
、
舞
台
へ
戻
っ
て
謡
鼓
台
へ
近
寄
り
、
謁
鼓
を
打
っ
た
後
に

そ
の
周
り
を
廻
る
。
現
在
、
「
弄
鼓
之
舞
」
の
小
書
に
な
る
と
、
一
声
の
囃
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子
も
な
く
、
前
ジ
テ
の
一
セ
イ
、
サ
シ
、
下
歌
、
上
歌
が
省
略
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
子
を
失
っ
た
親
の
悲
嘆
を
述
懐
す
る
場
面
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
現
在
こ
の
演
出
は
、
小
書
「
弄
鼓
之
舞
」
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
元
章
の
「
弄
鼓
之
舞
」
と
は
区
別
し
て
扱

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
明
和
本
で
は
、
現
在
「
弄
鼓
之
舞
」
で

省
略
さ
れ
る
前
ジ
テ
王
伯
の
独
白
は
削
除
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
常
の
形
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
後
の
シ
テ
に
別
個
の
人
物

が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
拠
る
焦
点
の
分
散
を
避
け
、
飽
く
ま
で
も
天
鼓
一
人

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
よ
う
と
言
う
意
図
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
元
章
の
考
え

る
「
弄
鼓
之
舞
」
の
小
書
は
、
前
述
の
楽
の
演
出
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
「
隣
忠
秘
抄
』
に
「
此
楽
盤
渉
に
も
。
呂
水
の
邊
な
り
」
と

あ
る
よ
う
に
、
元
章
以
前
か
ら
楽
を
盤
渉
に
す
る
演
出
は
行
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
元
章
は
そ
れ
を
「
弄
鼓
之
舞
」
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

(12) 

能
番
組
を
参
照
す
る
と
、
江
戸
初
期
よ
り
元
章
の
時
代
ま
で
は
、
《
天
鼓
〉

は
原
則
と
し
て
下
掛
り
は
太
鼓
入
り
、
上
掛
り
は
太
鼓
な
し
で
あ
る
。
こ
れ

は
常
の
場
合
で
あ
る
が
、
「
弄
鼓
之
舞
」
が
太
鼓
入
り
な
の
も
、
す
で
に
存

在
し
て
い
た
盤
渉
楽
の
演
出
と
共
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
〈
富
士
太
鼓
》
の
類
曲
《
梅
枝
》
に
は
、
「
越
天
楽
」
と
い
う
小
書

が
あ
る
。
梅
若
家
の
も
の
で
あ
る
こ
の
小
書
は
、
〈
富
士
太
鼓
〉
の
「
現
之

楽
」
と
同
じ
く
シ
テ
が
橋
掛
り
へ
行
き
、
一
ノ
松
か
ら
作
り
物
の
謁
鼓
を
見

(13) 

込
む
型
も
あ
る
と
言
う
。
常
に
は
な
い
太
鼓
が
入
る
点
は
《
天
鼓
〉
「
弄
鼓

之
舞
」
と
同
趣
で
あ
る
。
こ
の
小
書
は
元
章
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
維
新
後

に
梅
若
家
に
お
い
て
工
夫
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
元
章
創
始
の
小
書
で
あ
る
「
現
之
楽
」
「
弄
鼓
之
舞
」
の
影
響
下
に
生
ま

れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

元
章
の
創
案
し
た
「
現
之
楽
」
「
弄
鼓
之
舞
」
の
小
書
は
、
古
く
か
ら
あ

る
《
融
〉
《
海
人
〉
《
当
麻
〉
の
「
ク
ッ
ロ
ギ
」
の
応
用
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
、
抽
象
的
な
は
ず
の
舞
事
に
曲
の
内
容
解
釈
に
か
か
わ
る
演
技
を
加

(14) 

え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
舞
台
の
中
で
偶
発

的
に
生
ま
れ
た
演
出
が
や
が
て
定
着
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
従
来
の
小
書
の

成
立
過
程
と
は
異
な
り
、
囃
子
方
と
の
約
束
事
を
取
り
決
め
、
意
図
的
に
演

出
を
創
案
し
て
い
く
と
い
う
時
代
背
景
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
演
出
が
可

能
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
元
章
の
工
夫
に
よ
っ
て
成
っ
た
〈
富
士
太
鼓
〉
の
小
書
「
現
之

楽
」
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
意
図
と
成
立
過
程
を
、
同
曲
の
喜
多
流
の
小
書

「
狂
乱
之
楽
」
と
の
関
連
か
ら
考
察
し
た
。
ま
た
、
同
趣
の
元
章
創
始
の
小

書
で
あ
る
〈
天
鼓
〉
「
弄
鼓
之
舞
」
に
関
し
て
も
同
様
の
考
察
を
試
み
た
。

そ
の
結
果
、
「
現
之
楽
」
は
喜
多
流
の
「
狂
乱
之
楽
」
か
ら
想
を
得
、
そ
こ

に
橋
掛
り
で
の
演
技
や
足
拍
子
、
舞
の
緩
急
と
い
っ
た
、
元
章
独
自
の
工
夫

を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
工
夫
は
、
源
と
な
っ
て
い
る
「
狂
乱

之
楽
」
へ
も
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

「
現
之
楽
」
「
弄
鼓
之
舞
」
の
楽
に
お
け
る
形
式
は
、
梅
若
家
の
〈
梅
枝
〉

の
小
書
「
越
天
楽
」
に
も
波
及
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指

摘
し
た
。

現
行
の
小
書
演
出
の
成
立
に
お
い
て
、
元
章
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ

は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
で
、
他
流
の
演
出
や
そ
れ
を
含
む
小
書

を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
上
に
、
元
章
の
創
案
し
た
小
書
が
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
は
、
流
儀
を
越
え
て
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
小
書
演

出
の
流
れ
の
中
に
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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今
後
は
、
元
章
創
案
の
小
書
全
般
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
成
立
と
後
代
へ

の
影
響
を
、
他
流
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
を
も
導
入
し
て
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
小
書
演
出
に
お
け
る
元
章
の
業

績
の
全
貌
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
現
行
観
世
流

と
そ
の
他
の
流
儀
の
小
書
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
一
助
と
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

[
付
記
]
喜
多
流
「
狂
乱
之
楽
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
粟
谷
明
生
氏
よ
り
御
教

示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
「
狂
乱
之

楽
」
と
「
現
之
楽
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
十
月
の
六
麓
会
例

会
に
お
け
る
「
能
覚
書
j

輪
読
の
際
に
、
小
林
英
一
氏
が
言
及
し
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。

謡
曲
集
」
〈
富
士
太
鼓
〉
解
題
（
新

謡
曲
集
」
〈
富
士
太
鼓
〉
頭
注
（
新

注
(
1
)

山
中
玲
子
「
観
世
元
章
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
能
楽
研
究
」

22
号。

平
成
十
年
五
月
）

(
2
)

天
野
文
雄
「
明
和
の
改
正
と
「
三
読
物
」
関
係
曲
の
演
出
ー
|
_
（
安

宅
〉
〈
正
尊
〉
〈
木
曽
〉
の
小
書
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー
」
（
「
演
劇
学
論
叢
」
第

5
号
。
平
成
十
四
年
十
二
月
）

(
3
)

長
田
あ
か
ね
「
小
書
「
乏
佐
走
」
考
|
ー
_
《
誓
願
時
〉
〈
当
麻
》
の
後

シ
テ
の
装
束
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
＇
」
（
「
演
劇
学
論
叢

j

第
6
号
。
平
成
十

五
年
十
二
月
）

(
4
)

伊
藤
正
義
「
新
潮
日
本
古
典
集
成

潮
社
。
昭
和
五
十
八
年
）

(
5
)

伊
慈
正
義
＝
切
潮
日
本
古
典
集
成

富
士
太
鼓
・
梅
枝
」
（
「
観
世
」

潮
社
。
昭
和
五
十
八
年
）

(
6
)

大
谷
節
子
「
作
品
研
究

(
7
)

注
5
に
同
じ
。

(
8
)

注
ー
に
同
じ
。

(
9
)

小
田
幸
子
「
「
梅
枝
j

演
出
の
歴
史
」
（
『
観
世
」
昭
和
六
十
三
年
十
一
月

号）

(10)

注
9
に
同
じ
。

(11)

注
9
に
同
じ
。

(12)

「
江
戸
初
期
能
番
組
七
種
（
そ
の
一
）
＼
（
そ
の
三
）
ー
ー
「
番
組
要

綱
」
と
曲
名
・
演
者
名
索
引
」
（
「
能
楽
研
究
j
1
8
号
・
1
9
号
・

24
号
。
平

成
六
年
三
月
•
平
成
七
年
三
月
・
平
成
十
二
年
三
月
）
及
び
「
触
流
し
御

能
組
」
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
を
参
照
し
た
。

(13)

山
崎
有
一
郎
「
小
書
能
を
見
る
．

8

平
成
八
年
十
一
月
号
）

(14)

注
ー
に
同
じ
。

梅
枝
」
（
「
観
世
j

昭
和
六
十
三
年
九
月
号
）
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