
 

一
五

能
『鵜
飼
』の
鵜
飼
漁
法
を
め
ぐ
っ
て 

角 

田 

達 

朗 
 

『
鵜
飼
』
は
そ
の
名
の
通
り
鵜
飼
の
様
子
を
描
く
能
で
あ
る
。
二
人
の
旅
僧
が

石
和
川
の
ほ
と
り
で
鵜
使

（
１
）

の
亡
霊
に
出
会
い
、
鵜
使
が
亡
く
な
っ
た
経
緯
を
聴
き
、

鵜
飼
の
様
を
見
る
。
こ
の
鵜
飼
は
詞
章
中
に
「
鵜
舟
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
一
般
的
な
鵜
飼
と
な
っ
て
い
る
舟
鵜
飼
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
不
審
な
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に

指
摘
し
た
の
は
管
見
す
る
限
り
粟
谷
能
の
会
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
所
載
の
粟
谷
明
生

氏
の
演
能
レ
ポ
ー
ト
「
『
鵜
飼
』
に
つ
い
て
―
闇
と
光
の
間
か
ら
―
」

（http://awaya-noh.com/modules/pico2/content0324.html
）
の
み
で
あ

る
（
２
）

。
ま
ず
粟
谷
氏
の
所
説
を
検
討
す
る
所
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
。 

 

 

私
は
「
鵜
之
段
」
（
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
…
」
か
ら
中
入
ま
で
の
仕

舞
ど
こ
ろ
）
を
舞
う
と
き
に
い
つ
も
不
審
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
私
の
想
像
す
る
鵜
飼
漁
と
仕
舞
の
動
き
に
、
似
合
わ
ぬ
ち
ぐ
は
ぐ
さ
を

感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。 

 

そ
こ
で
今
回
演
能
に
あ
た
り
石
和
川
の
鵜
飼
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し

た
。
す
る
と
、
石
和
地
域
の
鵜
飼
漁
は
徒
歩
鵜
（
か
ち
う
）
と
呼
ば
れ
る
鵜

匠
が
川
の
浅
瀬
に
入
る
や
り
か
た
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
鵜
飼
と
い

う
と
、
鵜
舟
に
篝
火
を
灯
し
、
鵜
匠
と
舵
取
り
の
二
人
が
乗
り
、
鵜
匠
が
数

羽
の
鵜
を
操
る
長
良
川
の
鵜
飼
い

（
３
）

を
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、
石
和
地
域

で
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。 

 

「
鵜
之
段
」
は
、
右
手
に
松
明
を
持
ち
左
手
は
中
啓
に
て
鵜
の
動
き
や
鵜

使
い
の
様
を
見
せ
る
む
ず
か
し
い
型
所
で
す
。
そ
の
動
き
は
、
ま
さ
に
ひ
と

り
で
鵜
を
操
る
様
子
を
見
せ
ま
す
。
こ
の
型
を
考
え
れ
ば
能
『
鵜
飼
』
も
徒

歩
鵜
と
考
え
何
も
支
障
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。

『
鵜
飼
』
で
謡
わ
れ
る
「
鵜
舟
」
と
い
う
詞
章
が
引
っ
か
か
り
ま
し
た
。
「
鵜

舟
に
灯
す
篝
火
の
…
」
「
櫂
も
波
間
に
鵜
舟
漕
ぐ
」
「
鵜
舟
の
篝 

影
消
え

て
…
」
と
鵜
使
い
が
舟
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
謡
が
随
所
に
あ
る
の
で

す
。
私
は
能
『
鵜
飼
』
の
鵜
使
い
は
、
や
は
り
一
人
で
行
う
徒
歩
鵜
を
し
て

い
た
と
思
い
た
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の
謡
が
気
に
な
り
ま
す
。 

 

『
鵜
飼
』
は
榎
並
左
衛
門
五
郎
の
作
に
世
阿
弥
が
改
作
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
作
者
た
ち
が
徒
歩
鵜
を
知
っ
て
い
た
か
は
謎
で
す
が
、
あ
の
鵜
之

段
の
動
き
は
ま
さ
に
徒
歩
鵜
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
鵜
使
い
は
鵜

舟
に
乗
っ
て
登
場
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

徒
歩
鵜
を
す
る
に
し
て
も
、
現

場
ま
で
は
舟
を
使
っ
て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
回
答
が
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六

出
来
な
い
で
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
平
成
21
年
9
月
記
） 

 こ
の
よ
う
に
粟
谷
氏
は
『
鵜
飼
』
の
鵜
飼
漁
法
が
舟
鵜
飼
で
あ
る
こ
と
に
疑
問

を
呈
し
、
「
徒
歩
鵜
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
徒
歩
鵜
は
徒
歩
鵜
飼
（
徒

鵜
飼
と
も
書
く
）
の
略
。
舟
鵜
飼
と
同
様
に
手
縄
で
鵜
を
繋
ぐ
が
、
鵜
使
が
舟
に

は
乗
ら
ず
鵜
と
と
も
に
水
に
浸
か
っ
て
行
う
。 

粟
谷
氏
の
提
起
す
る
疑
問
点
は
二
つ
あ
る
。 

第
一
に
、
舟
鵜
飼
な
ら
鵜
使
の
ほ
か
に
漕
ぎ
手
が
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
『
鵜

飼
』
に
は
鵜
使
し
か
登
場
し
な
い
こ
と
。
付
言
す
れ
ば
、
『
葵
上
』
の
青
女
房
の

よ
う
に
演
出
の
便
宜
に
よ
っ
て
登
場
人
物
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
『
鵜

飼
』
に
は
鵜
使
の
ほ
か
に
漕
ぎ
手
が
い
る
こ
と
を
示
す
詞
章
も
存
在
し
な
い
。 

第
二
に
、
『
鵜
飼
』
に
お
け
る
鵜
飼
の
型
が
舟
鵜
飼
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い

こ
と
で
あ
る
。
粟
谷
氏
が
型
の
疑
問
点
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
鵜
使
が
右
手
に
松

明
を
持
ち
左
手
に
手
縄
に
見
立
て
た
扇
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
現
行
の
舟
鵜
飼
で

は
、
篝
火
は
篝
棒
と
呼
ば
れ
る
器
具
に
よ
り
舟
縁
（
主
に
舳
先
）
か
ら
吊
り
下
げ

ら
れ
る
。
鵜
飼
の
最
中
に
鵜
使
が
篝
火
を
手
に
持
つ
こ
と
は
な
い
。 

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
舟
鵜
飼
で
あ
る
こ
と
と
決
定
的
に
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
を
表
現
上
の
方
便
と
割
り
切
る
か
、
も
し
く
は
舟
鵜
飼

の
古
い
形
態
に
拠
る
と
考
え
れ
ば
説
明
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。 

『
鵜
飼
』
の
鵜
使
は
密
猟
者
で
あ
り
、
石
和
の
里
人
た
ち
か
ら
抹
殺
さ
れ
る
と

い
う
孤
独
な
存
在
で
あ
る
。
『
鵜
飼
』
で
は
そ
の
孤
独
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
漕

ぎ
手
の
存
在
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
第
一
の
疑
問
は
解
消

可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
『
通
盛
』
の
よ
う
に
篝
火
付
舟
の
作
り
物
を
出
す
能
も
あ

る
が
、
鵜
之
段
で
鵜
使
は
獲
物
を
求
め
て
水
上
を
縦
横
に
移
動
す
る
様
を
見
せ
る

の
で
、
作
り
物
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
歩
行
を
制
約
さ
れ
る
の
は
演
技
上
具
合
が

悪
い
。
そ
こ
で
舟
の
作
り
物
を
出
す
代
わ
り
に
便
宜
上
シ
テ
が
自
分
で
松
明
を
掲

げ
る
よ
う
に
し
た
と
考
え
れ
ば
、
第
二
の
疑
問
も
解
消
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
『
鵜

飼
』
の
詞
章
に
は
「
篝
火
」
「
篝
」
の
語
が
繰
り
返
し
出
る
が
、
作
り
物
の
松
明

は
厳
密
に
は
篝
火
と
は
言
え
な
い
。
「
篝
」
と
は
火
を
た
く
た
め
の
鉄
製
の
か
ご

で
あ
り
、
現
行
の
舟
鵜
飼
を
夜
行
う
時
に
は
松
割
木
を
篝
に
入
れ
て
焚
く
の
が
常

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
鵜
飼
』
の
作
り
物
は
柄
の
先
端
に
炎
を
付
け
た
も
の

で
あ
り
、
篝
に
当
た
る
所
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
篝
火
を
篝
棒
で
吊
り
下

げ
た
も
の
で
は
揺
れ
が
激
し
く
演
技
の
妨
げ
に
な
り
や
す
い
か
ら
、
扱
い
易
い
形

に
改
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
演
技
上
の
方
便
と
い
う
こ
と
で
説
明

可
能
な
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
れ
と
は
別
に
、
鵜
飼
の
歴
史
を
溯
れ
ば
、
鵜
使
が
自
分
で
篝
火
を
持
つ
例
や
、

鵜
舟
に
鵜
使
一
人
が
乗
る
例
が
見
出
せ
る
。
可
児
弘
明
『
鵜
飼 

よ
み
が
え
る
民

俗
と
伝
承
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
六
六
年
八
月
）
に
、
四
国
の
四
万
十
川
や
吉



能『鵜飼』の鵜飼漁法をめぐって 

 

一
七

野
川
で
は
、
舟
に
鵜
使
と
漕
ぎ
手
の
二
人
で
乗
り
、
鵜
使
が
自
分
で
篝
火
を
持
っ

て
左
手
だ
け
で
鵜
を
さ
ば
く
舟
鵜
飼
が
あ
っ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。
粟
谷
氏
が

指
摘
す
る
通
り
片
手
に
松
明
、
片
手
に
手
縄
と
い
う
姿
は
元
来
徒
歩
鵜
飼
の
も
の

で
あ
る
が
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
夜
の
徒
歩
鵜
飼
を
舟
に
乗
っ
て
行
う
よ
う
に
な
っ

た
の
が
舟
鵜
飼
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
資
料
は
四
国
の
も
の
し
か
確
認
さ
れ

て
い
な
い
が
、
同
様
の
形
態
の
鵜
飼
が
か
つ
て
広
い
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能

性
は
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
三
年
刊
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
巻
三
に
は
一
人
乗

り
の
鵜
舟
に
よ
る
鵜
飼
の
絵
が
載
っ
て
い
る
。
鵜
使
は
両
手
に
手
縄
を
持
っ
て
お

り
、
棹
に
手
を
か
け
て
は
い
な
い
。
碇
を
降
ろ
し
て
停
船
し
た
状
態
で
鵜
を
使
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
松
明
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
昼
で
あ
る
が
、
こ
の
状

態
か
ら
手
縄
を
持
つ
手
を
一
つ
に
し
、
も
う
一
つ
の
手
に
松
明
を
持
つ
よ
う
に
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
手
に
持
つ
松
明
な
ら
篝
も
必
要
な
い
か
ら
、
演
技
上
の

方
便
と
す
る
よ
り
、
こ
の
方
が
更
に
『
鵜
飼
』
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
鵜

飼
』
と
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
鵜
飼
の
形
態
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
う

も
の
が
存
在
し
た
可
能
性
は
決
し
て
低
く
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
舟
鵜
飼
で
あ
る
と
し
て
も
粟
谷
氏
が
提
示
し
た
疑
問
に
答
え
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
鵜
飼
』
の
型
が
徒
歩
鵜
飼
に
近
い
と
す
る
見

解
は
演
じ
手
な
ら
で
は
の
実
感
に
基
づ
く
卓
見
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
『
鵜

飼
』
に
お
け
る
鵜
飼
描
写
の
疑
問
点
は
ま
だ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

以
下
に
、
こ
れ
を
述
べ
る
。 

＊ 

『
鵜
飼
』
の
鵜
使
は
単
に
松
明
を
手
に
持
つ
だ
け
で
は
な
い
。
松
明
を
肩
の
真

上
に
振
り
上
げ
て
肩
の
高
さ
ま
で
振
り
下
ろ
す
（
言
い
換
え
れ
ば
、
松
明
を
上
下

に
振
る
）
型
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
次
第
の
囃
子
で
登
場
し
て
か
ら
常

座
に
立
つ
ま
で
の
間
、
繰
り
返
し
振
る

（
４
）

。
鵜
使
は
こ
の
後
、
川
崎
の
堂
に
上
が
っ

て
休
息
す
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
鵜
飼
の
最
中
で
あ
る

（
５
）

。
そ
の
後
、
僧
に
請
わ
れ

て
鵜
飼
を
見
せ
る
鵜
之
段
で
も
、
何
回
も
松
明
を
振
る

（
６
）

。
こ
れ
ら
は
何
の
た
め
の

動
作
な
の
か
。 

鵜
之
段
の
掛
ケ
合
の
中
に
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
と
い
う
詞
章
が
あ
り
、

こ
の
時
も
鵜
使
は
松
明
を
上
下
に
振
る
。
こ
の
詞
章
は
従
来
、
夜
露
で
湿
っ
た
松

明
を
火
勢
を
強
め
る
た
め
に
振
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

（
７
）

。
上
述
の
よ
う
に
鵜
使
が

松
明
を
上
下
に
振
る
こ
と
は
何
度
も
あ
る
が
、
そ
の
型
は
す
べ
て
こ
の
時
と
同
じ

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
松
明
は
か
な
り
頻
繁
に
火
勢
が
衰
え
る
こ
と
に

な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
こ
の
詞
章
は
僧
た
ち
に
請
わ
れ
て
鵜
飼
を
見
せ
る
時
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
前
、
鵜
使
は
一
旦
休
憩
す
る
べ
く
川
崎
の
堂
に
上
が
り
、
僧
た
ち
に
話

を
聴
か
せ
る
時
に
松
明
を
床
に
置
く
。
『
鵜
飼
』
の
川
崎
の
堂
の
よ
う
な
惣
堂
・

村
堂
の
遺
構
に
は
堂
内
に
囲
炉
裏
を
構
え
る
も
の
が
現
存
し
て
い
る

（
８
）

か
ら
、
囲
炉
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裏
に
置
く
と
見
て
間
違
い
な
い
。
流
儀
に
よ
っ
て
、
松
明
を
た
だ
置
く
も
の
も
あ

り
、
床
に
擦
り
付
け
て
消
す
型
を
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
た
だ
置
く
の
が
本
来
で

あ
ろ
う
。
囲
炉
裏
の
灰
は
消
火
よ
り
も
、
む
し
ろ
火
種
を
保
つ
の
に
適
し
て
い
る
。

最
上
孝
敬
「
鵜
飼
の
伝
承
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
四
巻
第
一
号 

一
九
五
六
年

八
月
）
に
よ
れ
ば
、
鵜
飼
に
用
い
る
松
明
の
持
続
時
間
は
お
よ
そ
一
時
間
前
後
で

あ
り
、
か
つ
て
は
松
明
の
持
続
時
間
に
合
わ
せ
て
一
時
間
ほ
ど
鵜
飼
を
し
て
は
一

時
間
ほ
ど
休
憩
を
取
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
鵜
飼
』
の
鵜
使
も
松
明
が

燃
え
て
い
る
間
鵜
を
使
い
、
松
明
が
燃
え
尽
き
る
前
に
休
憩
を
取
っ
た
に
違
い
な

い
。
休
憩
後
に
新
た
に
火
を
起
こ
す
よ
り
は
、
休
憩
中
も
種
火
を
残
し
た
い
は
ず

で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
鵜
飼
を
再
開
す
る
時
に
は
新
た
な
割
木
を
用
い
る
こ
と
に
な

る
。
最
上
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
福
井
県
大
野
市
の
九
頭
竜
川
筋
で
か
つ
て
行
わ

れ
て
い
た
徒
歩
鵜
飼
で
は
、
鵜
使
た
ち
は
一
つ
の
籠
に
道
具
類
と
松
明
を
入
れ
、

も
う
一
つ
の
籠
に
鵜
を
入
れ
て
棒
で
担
っ
て
漁
場
ま
で
運
ん
だ
。
高
知
県
土
佐
山

村
（
現
在
は
合
併
に
よ
り
高
知
市
の
一
部
）
で
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
徒
歩
鵜
飼

で
は
、
漁
場
が
近
い
た
め
鵜
を
掌
に
乗
せ
て
運
ん
だ
が
、
松
明
は
マ
ツ
カ
ゴ
と
い

う
籠
に
入
れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
地
方
で
は
松
明
を
腹
掛
け
に
入
れ
て
運
ん
だ
所

も
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
運
搬
の
仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
新
た
に
火
を
灯

し
た
時
点
で
松
明
が
夜
露
を
た
っ
ぷ
り
吸
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。 

＊ 

鵜
之
段
の
段
歌
の
「
底
に
も
見
ゆ
る
篝
火
に
、
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
、
潜か

ず

き
上

げ
掬
ひ
上
げ
、
隙
な
く
魚
を
食
ふ
時
は
」
と
い
う
箇
所
は
、
従
来
、
舟
鵜
飼
で
あ

る
と
の
前
提
に
よ
り
、
鵜
の
動
作
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
「
掬
い
上
げ
」
は
、
鵜

を
掬
い
網
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
10

）

。
し
か
し
、
ど
の
流
儀
の
現

行
の
型
も
こ
う
し
た
解
釈
に
合
致
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

金
春
流
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
」
で
松
明
で
周
囲
を
ぐ
る
り
と
照
ら
し
て
か

ら
移
動
し
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
11

）

。
観
世
流
は
能
で
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ

回
し
」
で
松
明
を
三
回
水
平
に
振
っ
て
追
い
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
12

）

が
、

仕
舞
で
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
」
で
両
手
を
二
回
ま
た
は
三
回
打
ち
合
わ
せ
て

追
い
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
13

）

。
宝
生
流
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
」
で
松

明
を
二
回
水
平
に
振
っ
て
追
い
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
14

）

。
金
剛
流
は
「
驚

く
魚
を
追
ひ
回
し
」
で
松
明
を
二
回
水
平
に
振
っ
て
追
い
、
「
潜
き
上
げ
」
で
扇

を
か
ぶ
り
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
15

）

。
喜
多
流
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
」

で
松
明
を
二
回
水
平
に
振
っ
て
追
い
、
「
潜
き
上
げ
」
で
扇
を
右
肩
へ
と
下
か
ら

か
ぶ
り
、
「
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
で
掬
う

（
16

）

。 

以
上
に
共
通
す
る
の
は
、
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
、
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
」
を

す
べ
て
鵜
で
は
な
く
鵜
使
の
動
作
と
し
て
演
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
松
明
を
水
平
に

振
る
動
作
は
上
下
に
振
る
の
と
同
じ
く
篝
火
が
舟
に
付
け
ら
れ
た
状
態
で
は
不
可
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一
九

能
で
あ
る
。
舟
鵜
飼
で
も
松
明
を
手
に
持
っ
て
い
れ
ば
可
能
で
は
あ
る
が
、
何
の

目
的
で
振
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
扇
で
掬
う
動
作
は
鵜
使
が
掬
い
網
を
手
に
し

て
自
分
で
魚
を
掬
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
舟
鵜
飼
は
網
を
使
用
し
な
い
。

鵜
使
が
手
縄
を
引
け
ば
鵜
は
舟
縁
に
戻
り
、
鵜
使
が
喉
を
押
す
と
鵜
は
魚
を
籠
に

吐
く
。
網
で
掬
い
上
げ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。 

続
い
て
特
定
の
流
派
の
型
に
つ
い
て
疑
問
点
を
列
挙
す
る
。
ま
ず
観
世
流
仕
舞

の
両
手
を
打
ち
合
わ
せ
る
型
。
設
定
上
こ
の
時
、
右
手
に
は
松
明
を
左
手
に
は
手

縄
を
持
っ
て
い
る
。
松
明
と
手
縄
を
打
ち
合
わ
せ
る
の
は
全
く
意
味
不
明
で
あ
る
。

鵜
は
魚
を
追
う
際
に
は
魚
を
目
が
け
て
自
律
的
に
直
進
す
れ
ば
良
い
か
ら
、
こ
の

時
に
手
縄
を
振
り
回
す
こ
と
に
な
る
の
も
鵜
の
操
縦
法
と
し
て
合
理
性
を
欠
く
。

次
に
金
剛
流
と
喜
多
流
の
扇
を
か
ぶ
る
型
。
扇
を
水
面
に
見
立
て
鵜
使
の
身
体
が

水
に
浸
か
る
様
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
舟
鵜
飼
で
は
鵜
使
は
終
始

舟
上
に
あ
り
、
水
に
入
る
こ
と
は
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
、
『
鵜
飼
』
で
は
、
鵜
飼
を
表
す
は
ず
の
型
が
こ
と
ご
と
く
舟

鵜
飼
で
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
舟
鵜
飼
を
前
提
と

す
る
な
ら
、
「
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
」
の
所
は
、
シ
テ
は
鵜
使
で
は
な
く
鵜
と
し

て
振
る
舞
う

（
17

）

の
だ
と
か
、あ
る
い
は
状
況
設
定
を
無
視
し
て
当
て
振
り
で
型
が
付

け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
徒
歩
鵜
飼
で
あ
れ

ば
、
松
明
を
手
に
持
つ
の
は
舟
鵜
飼
よ
り
も
自
然
で
あ
る
し
、
鵜
使
が
鵜
と
と
も

に
水
に
浸
か
っ
て
魚
を
追
う
か
ら
、
松
明
を
振
り
な
が
ら
魚
を
追
う
型
も
水
に
没

す
る
よ
う
な
型
も
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。 

た
だ
し
、
肩
ま
で
と
す
る
喜
多
流
の
型
は
よ
い
と
し
て
、
頭
ま
で
と
す
る
金
剛

流
の
型
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
観
世
流
仕
舞
の
両
手
を
打
ち
合
わ
せ
る
型
も

や
は
り
不
可
解
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
徒
歩
鵜
飼
も
舟
鵜
飼
と
同
様
に
手
縄

で
鵜
を
繋
ぐ
。
鵜
の
操
縦
法
に
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
魚
を
追
う
際
に
手
縄
を
振
り
回
す
の
は
、
徒
歩
鵜
飼
に
お
い
て
も
合

理
性
を
欠
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
徒
歩
鵜
飼
に
お
い
て
も
網
を
用
い
て
掬
い
上

げ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
漁
を
す
る
者
が
全
身
を
水
に
没
す
る
の

は
潜
水
漁
法
で
あ
っ
て
、
徒
歩
鵜
飼
と
も
異
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

こ
う
し
た
技
術
の
細
部
に
関
す
る
疑
問
は
文
献
調
査
の
み
で
は
解
消
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
可
児
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
鵜
飼
に
関
す
る
文
献
資
料
は
断
片
的
な
偶
然

記
録
が
多
い
と
い
う
。
徒
歩
鵜
飼
を
行
っ
て
い
る
団
体
や
地
域
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

を
閲
覧
し
て
も
、
や
は
り
技
術
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
鵜
舟
の
問
題
は
一

旦
保
留
す
る
と
し
て
、
網
の
使
用
や
手
縄
さ
ば
き
と
い
っ
た
鵜
飼
技
術
上
の
問
題

は
、
や
は
り
実
地
調
査
に
よ
っ
て
確
認
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。 

な
お
、
鵜
飼
に
は
徒
歩
鵜
飼
や
舟
鵜
飼
の
よ
う
に
手
縄
に
よ
っ
て
鵜
を
操
る
繋

ぎ
鵜
飼
の
ほ
か
に
、
手
縄
を
用
い
ず
鵜
の
自
律
的
活
動
に
任
せ
る
放
ち
鵜
飼
も
存

在
し
た
。
放
ち
鵜
飼
に
は
岸
か
ら
鵜
を
放
つ
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
舟
を
用
い
て
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川
や
湖
沼
の
中
で
鵜
を
放
つ
も
の
も
あ

り
（
18

）

、
か
つ
、
網
を
併
用
す
る
も
の
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
放
ち
鵜
飼
は
昼
に
行
う
こ
と
を
常
と
し
た

（
19

）

。
鵜
が
鵜
使
か
ら
離
れ

る
た
め
、
鵜
の
周
囲
を
照
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
鵜
飼
』

は
「
篝
火
」
「
篝
」
や
鵜
之
段
の
掛
ケ
合
の
「
既
に
こ
の
夜
も
更
け
過
ぎ
て
、
鵜

使
ふ
頃
に
も
な
り
し
か
ば
」
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
等
の
詞
章
か
ら
も
、
松

明
を
持
つ
型
か
ら
も
夜
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
『
鵜
飼
』
で
鵜
飼

を
す
る
時
に
シ
テ
が
広
げ
た
扇
ま
た
は
半
開
き
の
扇
を
左
手
に
持
っ
て
腰
に
当
て

る
の
は
、
手
縄
を
つ
か
ん
で
い
る
も
の
と
解
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら

『
鵜
飼
』
が
夜
の
繋
ぎ
鵜
飼
で
あ
っ
て
放
ち
鵜
飼
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

＊ 

筆
者
は
二
〇
一
一
年
八
月
十
一
日
夜
、
山
梨
県
笛
吹
市
の
笛
吹
川
河
川
敷
市
役

所
前
で
行
わ
れ
る
石
和
鵜
飼
を
観
覧
し
た
。
石
和
川
は
名
が
改
ま
り
、
現
在
は
笛

吹
川
と
な
っ
て
い
る
。
予
め
断
っ
て
お
く
が
、
現
在
の
石
和
鵜
飼
は
『
石
和
町
誌
』

第
二
巻
（
石
和
町
町
誌
編
纂
委
員
会
編 

一
九
九
一
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
『
鵜

飼
』
に
ち
な
ん
で
昭
和
四
〇
年
代
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

能
が
こ
れ
を
踏
ま
え
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
現
在
二

例
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
徒
歩
鵜
飼
の
一
例
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
上
述
の
技
術

上
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
を
得
ら
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
考
え
て

調
査
の
対
象
と
し
た
。 

現
在
の
石
和
鵜
飼
は
未
経
験
者
で
も
簡
単
な
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
て
鵜
飼
を
体

験
で
き
る
。
そ
の
た
め
体
験
客
も
含
め
た
十
組
前
後
が
川
幅
一
杯
に
横
一
列
に
な

っ
て
遡
上
す
る
。
川
幅
一
杯
に
並
ぶ
の
は
魚
を
逃
げ
に
く
く
し
て
容
易
に
捕
獲
す

る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
と
直
進
す
る
だ
け
だ
か
ら
難
し
い
手
縄
さ
ば
き
も

要
ら
な
い
と
い
う
実
に
簡
易
な
鵜
飼
で
あ
っ
た
。
鵜
も
心
得
た
も
の
で
、
水
に
下

す
と
真
直
ぐ
川
を
遡
上
す
る
。
鵜
使
は
た
だ
鵜
が
魚
を
捕
ら
え
た
時
に
手
縄
を
た

ぐ
っ
て
鵜
を
引
き
寄
せ
、
鵜
の
首
を
つ
か
み
上
げ
て
魚
を
吐
か
せ
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
に
手
を
大
き
く
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
手
を
打
ち
合
わ
せ

る
こ
と
も
、
水
に
潜
る
こ
と
も
、
魚
を
掬
い
上
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

能
と
決
定
的
に
違
っ
た
の
は
、
鵜
使
が
篝
火
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
石
和

鵜
飼
で
は
鵜
使
と
篝
を
持
つ
者
と
の
二
人
一
組
で
鵜
飼
を
行
っ
て
い
る
。
粟
谷
氏

は
石
和
鵜
飼
を
『
鵜
飼
』
と
同
じ
よ
う
に
「
一
人
で
行
う
徒
歩
鵜
」
と
見
な
し
て

い
る
が
、
事
実
誤
認
で
あ
る
。
篝
は
舟
鵜
飼
で
舟
に
篝
を
固
定
す
る
篝
棒
に
似
た

形
状
の
棹
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
、
篝
を
持
つ
者
は
ち
ょ
う
ど
応
援
団
旗
の
よ
う
に

棹
の
下
端
を
腹
に
当
て
、
両
手
で
棹
を
支
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
篝
火
は
鵜
使
の

前
方
の
、
鵜
の
泳
ぐ
範
囲
を
照
ら
す
の
み
で
あ
り
、
篝
を
持
つ
者
が
故
意
に
篝
を

振
り
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
直
進
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
必
要
な
い
か

ら
で
あ
り
、
か
つ
、
篝
火
を
棹
か
ら
吊
り
下
げ
る
形
状
ゆ
え
に
お
お
ぜ
い
が
並
ん

で
い
る
中
で
火
を
揺
ら
す
こ
と
に
は
危
険
が
伴
う
か
ら
で
も
あ
る
。 
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石
和
鵜
飼
は
総
じ
て
『
鵜
飼
』
と
は
相
当
に
異
な
る
鵜
飼
で
あ
っ
た
。 

＊ 
同
年
八
月
三
十
一
日
夜
、
今
度
は
和
歌
山
県
有
田
市
の
有
田
川
河
川
敷
宮
原
橋

下
付
近
で
行
わ
れ
る
有
田
川
鵜
飼
を
観
覧
し
た
。
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四

二
七
年
）
に
、
現
在
の
有
田
郡
有
田
川
町
に
あ
っ
た
鳥
屋
城
の
城
主
・
石
垣
氏
が

木
曽
川
鵜
飼
の
鵜
匠
を
招
い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
応
永
年
間
は
世
阿
弥
の

生
き
た
期
間
と
重
な
る
か
ら
、
有
田
川
鵜
飼
は
『
鵜
飼
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立

し
た
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
に
は
紀
州
藩
の
庇
護
を
受
け
た
。
一
九
五
六
年
に

金
屋
、
宮
原
、
箕
島
の
業
者
八
人
で
有
田
川
鵜
飼
観
光
協
会
を
設
立
し
、
一
九
六

〇
年
九
月
に
有
田
川
鵜
飼
協
同
組
合
に
移
行
し
た
。
漁
具
も
昔
な
が
ら
の
物
を
使

用
し
、
松
明
は
赤
松
の
根
を
掘
っ
て
作
り
、
鵜
は
和
歌
山
県
日
高
郡
の
海
岸
に
飛

来
す
る
鵜
を
捕
ら
え
て
訓
練
す
る
な
ど
、
徒
歩
鵜
飼
の
古
態
を
伝
え
て
お
り
、
和

歌
山
県
か
ら
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

ま
ず
有
田
川
鵜
飼
と
石
和
鵜
飼
の
共
通
点
を
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
の

鵜
飼
で
も
鵜
使
が
鵜
を
伴
っ
て
川
に
入
っ
て
い
く
と
、
鵜
は
自
分
か
ら
川
に
飛
び

込
ん
で
い
っ
た
。
す
ぐ
に
川
に
入
ろ
う
と
し
な
い
鵜
も
あ
っ
た
が
、
鵜
使
が
鵜
を

掌
に
乗
せ
た
ま
ま
水
面
に
近
づ
け
る
と
、
す
ん
な
り
川
に
入
っ
た
。
『
鵜
飼
』
で

は
鵜
之
段
の
段
歌
の
直
前
に
「
こ
の
川
波
に
ば
つ
と
放
せ
ば
」
と
い
う
詞
章
が
あ

り
、
鵜
を
川
面
に
放
つ
型
を
す
る
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
詞
章
と
型
は
、
鵜
飼
の
開

始
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
に
見
せ
よ
う
と
す
る
粉
飾
の
よ
う
で
あ
る
。 

有
田
川
鵜
飼
は
鵜
使
が
自
分
で
松
明
を
持
ち
、
一
人
に
つ
き
一
羽
の
鵜
を
使
う
。

右
手
に
松
明
、
左
手
に
手
縄
を
持
つ
の
は
『
鵜
飼
』
と
同
じ
で
あ
る
。
通
常
、
複

数
の
鵜
使
が
同
時
に
漁
を
す
る
が
、
石
和
鵜
飼
の
よ
う
な
集
団
漁
で
は
な
い
。
筆

者
が
観
覧
し
た
時
も
、
鵜
使
た
ち
は
時
折
声
を
掛
け
合
う
く
ら
い
で
、
お
お
む
ね

め
い
め
い
思
い
思
い
に
鵜
を
使
っ
て
い
た
。 

可
児
前
掲
書
は
、
か
つ
て
九
頭
竜
川
の
上
流
、
福
井
県
大
野
市
金
塚
で
行
わ
れ

た
徒
歩
鵜
飼
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 

祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
『
日
本
捕
魚
図
志
』
下
巻
に
絵
が
の
こ
っ
て
い
る
。
九
頭

竜
川
で
四
人
の
鵜
匠
が
各
自
手
縄
で
つ
な
い
だ
ウ
一
羽
を
右
手
で
さ
ば
き
、

左
手
で
篝
火

（
20

）

を
か
ざ
し
な
が
ら
鵜
飼
を
行
っ
て
い
る
。
篝
火
は
棒
の
先
に

松
明
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
人
は
篝
火
の
根
も
と
を
口
に
く
わ
え
、
ウ

を
ひ
き
よ
せ
、
両
手
で
ウ
を
か
か
え
て
右
腰
に
さ
げ
た
魚
籃

び

く

に
魚
を
は
か
せ

て
い
る
。
夜
川
の
徒
歩
鵜
飼
を
描
い
た
例
は
す
く
な
い
の
で
、
貴
重
な
絵
で

あ
る
。 

 
有
田
川
で
行
わ
れ
て
い
る
鵜
飼
は
、
左
右
の
手
に
持
つ
も
の
が
反
対
に
な
る
こ

と
を
除
き
、
ほ
ぼ
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
松
明
を
つ
け
る
長
い
棒
を
有
田
で
は
火
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づ
え
と
称
す
る
。
松
明
は
鵜
の
行
手
を
照
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
縄
と
ほ
ぼ

同
じ
長
さ
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
『
鵜
飼
』
の
松
明
は
徒
歩
鵜
飼
と
し
て

も
舟
鵜
飼
と
し
て
も
、
い
か
に
も
短
い
。
観
覧
後
に
火
づ
え
に
さ
し
た
松
明
を
持

た
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
非
常
に
重
く
、
筆
者
の
腕
力
で
は
到
底
片
手
で
は
扱
え
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
『
鵜
飼
』
で
は
、
重
さ
の
問
題
も
あ
り
、
加
え
て
舞
台
上
で

長
い
棒
を
振
り
回
す
動
作
に
は
制
約
が
伴
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
短
い
も
の
に
し
た

の
で
あ
ろ
う
。 

松
明
に
関
し
て
も
う
一
つ
有
益
な
知
見
が
得
ら
れ
た
。
有
田
川
鵜
飼
で
は
、
鵜

使
は
た
び
た
び
松
明
を
水
面
に
近
づ
け
水
を
掬
っ
て
か
け
て
い
た
。
故
意
に
松
明

を
湿
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
観
覧
後
に
有
田
川
鵜
飼
協
同
組
合
会
長
か
ら
聴
き

取
っ
た
所
に
よ
る
と
「
松
は
松
脂
を
含
ん
で
い
て
火
力
が
強
い
の
で
、
雨
や
風
が

強
く
て
も
消
え
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
、
あ
の
よ
う
に
し
て
火
勢
を
弱
め
な
い
と
、

短
時
間
で
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
雨
や
風
が
強
く
て
も
消

え
な
い
も
の
な
ら
、
夜
露
で
湿
っ
た
く
ら
い
で
火
勢
に
影
響
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

鵜
之
段
の
掛
ケ
合
の
「
湿
る
松
明
」
と
は
、
自
然
に
湿
っ
て
火
勢
が
弱
っ
た
松
明

の
意
味
で
は
な
く
、
故
意
に
湿
ら
せ
て
火
勢
を
調
節
し
た
松
明
の
意
味
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
い
き
な
り
火
勢
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
振
る
は
ず
は
な
い
。「
振

り
立
て
て
」
は
前
方
に
さ
し
か
ざ
す
意
味
に
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

有
田
川
鵜
飼
の
鵜
使
た
ち
は
松
明
を
肩
に
乗
せ
て
川
に
入
り
、
鵜
が
水
に
入
る

と
松
明
を
水
面
に
か
ざ
し
て
鵜
の
行
く
手
を
照
ら
し
、
鵜
が
水
面
か
ら
首
を
出
す

と
鵜
を
引
き
寄
せ
る
た
め
に
松
明
を
肩
に
戻
し
た
。
松
明
の
動
き
は
専
ら
そ
の
反

復
で
あ
り
、『
鵜
飼
』
の
よ
う
に
肩
よ
り
上
ま
で
振
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
水
面
を
照
ら
す
べ
き
松
明
を
肩
よ
り
高
く
掲
げ
る
こ
と
に
漁
法

上
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
松
明
を
上
下
に
振
る
型
は
明
ら
か
に
鵜
飼
の

実
際
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
有
田
川
鵜
飼
は
松
明
の
扱
い
に
お
い
て
舟
鵜
飼
や
石
和
鵜
飼
よ
り
は

る
か
に
『
鵜
飼
』
に
近
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
鵜
飼
が
手
に
持
っ
て
動
か
す
し
、

肩
と
水
面
の
間
で
繰
り
返
し
上
げ
下
ろ
し
も
す
る
。
こ
の
上
げ
下
ろ
し
は
『
鵜
飼
』

の
よ
う
に
肩
よ
り
高
く
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
上
下
に
動
か
す
も
の
で
は
あ

る
。
あ
る
い
は
、
『
鵜
飼
』
で
松
明
を
上
下
に
振
る
型
も
元
は
有
田
川
鵜
飼
の
よ

う
に
、
鵜
に
魚
を
吐
か
せ
て
再
び
放
つ
時
に
松
明
を
肩
に
か
け
て
は
水
面
近
く
に

戻
す
の
を
模
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
肩
の
上

ま
で
上
げ
て
振
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
湿
る
松
明

ふ
り
立
て
て
」
と
い
う
詞
章
が
湿
っ
て
し
ま
っ
た
松
明
を
火
勢
を
回
復
さ
せ
る
た

め
に
振
る
と
い
う
意
味
に
誤
解
さ
れ
た
こ
と
や
、
舞
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
す
る
た

め
に
動
き
を
大
き
く
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

鵜
之
段
で
は
松
明
を
目
の
高
さ
に
か
ざ
す
型
を
何
度
か
す
る
。
鵜
の
行
手
を
照

ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
有
田
川
鵜
飼
の
よ
う
に
水
面
の
近
く
に
す
る
の
が
合
理
的
で
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あ
る
。
能
は
舞
姿
の
端
正
さ
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
驚
く
魚
を
追

い
回
し
」
で
松
明
を
水
平
に
振
る
型
は
、
魚
を
追
い
求
め
て
松
明
を
水
面
に
這
わ

せ
誘
導
す
る
動
作
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。 

さ
ら
に
有
田
川
鵜
飼
か
ら
は
鵜
之
段
の
「
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
」
と
い
う
詞
章

に
関
係
す
る
知
見
も
得
ら
れ
た
。
こ
れ
も
観
覧
後
に
協
同
組
合
会
長
か
ら
聴
き
取

っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
昔
は
深
い
所
で
鵜
を
使
う
時
に
、
火
づ
え
の
下
端
を
川
底

に
突
き
立
て
て
、
鵜
使
も
鵜
と
と
も
に
水
に
潜
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
。

徒
歩
鵜
飼
で
は
鵜
使
が
鵜
と
と
も
に
水
に
潜
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
扇
を
か
ぶ
る
型
と
も
合
致
す
る
か
ら
、
「
底
に
も
見
ゆ
る
篝
火
に
、
驚

く
魚
を
追
ひ
回
し
、
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
、
隙
な
く
魚
を
食
ふ
時
は
」
は
す
べ
て

鵜
使
と
鵜
が
一
体
と
な
っ
て
の
動
作
と
な
る
。
「
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
」
で
扇
を

か
ぶ
る
型
や
扇
で
掬
う
型
を
す
る
時
、
鵜
使
は
右
手
に
松
明
を
持
っ
た
ま
ま
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
舞
の
所
作
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
一
旦
松
明
を
手
放
し
て
再
び

持
つ
と
い
う
煩
雑
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。 

有
田
川
鵜
飼
で
も
扇
で
掬
う
型
に
相
当
す
る
よ
う
な
網
の
使
用
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
と
も
に
水
中
に
潜
る
ほ
ど
鵜
と
一
体
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
れ
ば
、
鵜

が
魚
を
捕
ら
え
て
浮
上
す
る
の
を
自
ら
掬
い
上
げ
た
か
の
よ
う
に
感
ず
る
こ
と
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
方
が
、
舟
上
で
引
き
寄
せ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
ま

だ
し
も
扇
で
掬
う
型
に
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

も
う
一
つ
の
解
釈
と
し
て
、
徒
歩
鵜
飼
に
掬
い
網
を
併
用
す
る
漁
法
を
想
定
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
鵜
飼
は
専
ら
鵜
に
よ
っ
て
魚
を
捕
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

網
や
縄
・
棒
な
ど
を
併
用
す
る
も
の
も
存
在
し
た
。
漁
具
を
併
用
す
る
徒
歩
鵜
飼

に
は
、
鵜
使
が
棒
や
縄
な
ど
で
魚
を
追
い
立
て
て
鵜
に
捕
ら
え
さ
せ
る
と
い
う
至

っ
て
単
純
素
朴
な
も
の

（
21

）

か
ら
、予
め
網
を
仕
掛
け
て
お
い
て
鵜
に
魚
を
追
い
立
て

さ
せ
て
網
に
追
い
込
む
も
の

（
22

）

や
、予
め
網
を
張
っ
て
魚
を
逃
げ
ら
れ
な
く
し
た
中

で
鵜
に
魚
を
捕
ら
せ
る
も
の

（
23

）

な
ど
、
相
当
に
大
仕
掛
け
の
も
の
ま
で
、
実
に
多
様

な
漁
法
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
併
用
漁
法
の
単
純
素
朴
な
一
形
態
と
し
て
、
鵜

使
が
徒
歩
鵜
飼
で
鵜
と
と
も
に
潜
水
す
る
際
に
自
ら
も
掬
い
網
を
手
に
し
て
魚
を

取
る
漁
法
が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
れ
な
ら
、
扇
で
掬
う
型
と

完
全
に
一
致
す
る
。
あ
る
い
は
、
漁
師
の
敏
捷
さ
を
も
っ
て
す
れ
ば
素
手
で
魚
を

つ
か
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
水
中
で
手
ず
か
ら
魚
を
取
っ
て
浮
上
す
る
こ

と
を
比
喩
的
に
「
掬
ひ
上
げ
」
と
表
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
徒
歩
鵜
飼
に
お
い
て
鵜
使
が
鵜
と
と
も
に
潜
水
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
「
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
」
の
型
が
整
合
的
に
解

釈
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

た
だ
し
、
観
世
流
仕
舞
の
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
」
の
所
の
両
手
を
打
ち
合
わ

せ
る
型
に
つ
い
て
は
、
徒
歩
鵜
飼
と
考
え
て
も
釈
然
と
は
し
な
い
。
松
明
だ
け
な

ら
問
題
な
い
が
、
手
縄
を
同
時
に
振
る
こ
と
に
漁
法
上
の
必
然
性
が
見
出
せ
な
い
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か
ら
で
あ
る
。
松
明
の
方
向
に
鵜
も
向
く
よ
う
に
仕
向
け
る
た
め
と
考
え
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
型
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
漁
法
は
鵜
飼
で
は
な
く
、

予
め
水
中
に
設
置
し
た
縄
に
魚
を
追
い
込
む
追
い
込
み
漁
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
要
素
が
鵜
之
段
の
仕
舞
に
混
入
す
る
理
由
も
わ
か
ら
な
い
。 

＊ 

以
上
の
調
査
と
考
察
に
よ
り
、
『
鵜
飼
』
に
お
け
る
鵜
飼
の
描
写
の
う
ち
、
少

な
く
と
も
現
行
の
型
の
大
部
分
は
、
徒
歩
鵜
飼
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。 

し
か
し
、
既
に
粟
谷
氏
も
認
め
る
通
り
、
徒
歩
鵜
飼
と
し
た
場
合
、
な
ぜ
鵜
舟

が
用
い
ら
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
粟
谷
氏
は
「
徒
歩
鵜
を
す
る
に
し
て
も
、

現
場
ま
で
は
舟
を
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
仮
説
も
提
示
し
て
い
る
が
、
舟
を
単
な

る
移
動
・
運
搬
の
手
段
と
し
て
用
い
る
例
は
現
行
の
徒
歩
鵜
飼
に
な
く
、
資
料
か

ら
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
『
鵜
飼
』
の
鵜
使
は
密
漁
者
で
あ
り
、
発

覚
を
恐
れ
る
身
で
あ
る
。
そ
う
し
た
特
殊
な
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
移
動
・
運
搬

の
手
段
と
し
て
舟
を
用
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
深
夜
で
あ
ろ
う
と
、

陸
路
で
石
和
の
里
の
中
を
通
っ
て
現
場
に
行
く
よ
り
は
、
水
上
を
行
く
方
が
よ
り

安
全
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
舟
で
移
動
・
運
搬
す
る
な
ら
、
そ
の
ま
ま
舟

の
上
か
ら
鵜
を
使
う
の
が
合
理
的
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
舟
を
下
り
て
自
分
ま
で
水

に
浸
か
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
発
覚
し
た
場
合
の
逃
亡
手
段
と
い
う
観
点
か

ら
も
、
舟
を
下
り
な
い
の
が
得
策
で
あ
る
。
加
え
て
、
単
な
る
移
動
・
運
搬
手
段

に
過
ぎ
な
い
舟
を
「
鵜
舟
」
と
呼
ぶ
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。 

「
鵜
舟
」
が
単
な
る
移
動
・
運
搬
の
手
段
で
は
な
く
、
鵜
を
使
う
た
め
の
舟
で

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
も
徒
歩
鵜
飼
と
い
う
解
釈
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

最
上
前
掲
論
文
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。 

 

徒
歩
に
よ
る
鵜
飼
を
し
て
い
る
所
で
も
時
に
舟
を
つ
か
う
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
相
模
川
筋
上
野
原
辺
で
も
と
徒
歩
の
鵜
飼
を
し
て
い
た
人
々
も
、
秋
に

な
っ
て
鮎
が
深
み
に
ひ
そ
む
よ
う
に
な
る
と
舟
を
つ
か
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

荒
川
筋
熊
谷
辺
の
鵜
つ
か
い
も
、
時
た
ま
戸
田
橋
辺
な
ど
広
い
川
へ
ゆ
く
こ

と
が
あ
り
、
そ
う
い
う
時
は
舟
を
つ
か
っ
た
と
い
う
。
佐
賀
県
神
崎
郡
の
鵜

つ
か
い
な
ど
鵜
が
草
の
茂
み
に
入
っ
た
時
な
ど
舟
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た

め
長
さ
四
尺
ば
か
り
の
小
舟
を
も
っ
て
い
る
。 

 

用
途
は
様
々
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
徒
歩
鵜
飼
に
舟
を
用
い
た
事
例
が
い
く

つ
も
確
認
で
き
る
。
上
述
の
よ
う
に
舟
鵜
飼
は
徒
歩
鵜
飼
の
発
展
形
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
両
者
の
間
に
中
間
的
ま
た
は
折
衷
的
な
併
用
形
態
が
存
在
し
た
の
は

至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

可
児
弘
明
「
養
鸕
考
（
鵜
飼
研
究
序
説
）
」
（
慶
応
義
塾
大
学
『
史
学
』
第
三
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二
五

十
四
巻
三
／
四
号 

一
九
六
二
年
二
月
）
に
「
徒
行
鵜
と
船
鵜
の
別
は
主
と
し
て

漁
場
の
水
況
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
船
行
の
便
を
え
が
た
い
渓
流
で
は
徒
行
鵜
に

よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
あ
る
。
最
上
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
県
の
荒
川
筋

の
う
ち
上
流
で
は
徒
歩
鵜
飼
、
下
流
で
は
舟
鵜
飼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、
水
が
浅
く
流
れ
が
急
な
所
に
は
徒
歩
鵜
飼
が
適
し
、
水
が
深
く
流
れ
が
緩

や
か
な
所
に
は
舟
鵜
飼
が
適
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
水
深
と
流
速
が

中
間
的
で
あ
る
中
流
域
等
に
お
い
て
は
徒
歩
鵜
飼
と
舟
鵜
飼
の
両
方
を
行
っ
て
い

て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
可
児
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
四
国
に

月
夜
で
舟
鵜
飼
を
し
な
い
時
に
同
じ
鵜
使
が
昼
に
徒
歩
鵜
飼
を
し
た
例
が
あ
っ
た

と
い
う
。 

し
た
が
っ
て
、
「
鵜
舟
」
の
語
を
型
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
主
に
徒
歩
鵜
飼
を
行
っ
て
い
る
鵜
使
が
舟
を
併
用
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば

よ
い
。
舟
を
併
用
す
る
理
由
は
、
魚
を
深
み
ま
で
追
う
た
め
、
鵜
が
草
の
茂
み
に

入
っ
た
時
の
た
め
、
水
位
の
一
時
的
上
昇
に
対
応
す
る
た
め
な
ど
、
様
々
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
要
は
、
徒
歩
鵜
飼
が
舟
鵜
飼
へ
と
発
展
す
る
途
上
に
位
置
す

る
中
間
的
過
渡
的
形
態
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
徒
歩
鵜
飼
を
営
ん
で
い
た
鵜
使
が
、

密
猟
と
い
う
特
殊
事
情
か
ら
移
動
・
運
搬
手
段
と
し
て
舟
を
用
い
る
こ
と
に
し
た

結
果
、
鵜
を
使
う
時
に
も
舟
を
適
宜
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
人

物
像
と
し
て
も
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。 

た
だ
し
、
こ
こ
に
も
疑
問
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
潜
き
上
げ
掬
い
上
げ
」

が
徒
歩
鵜
飼
で
鵜
使
が
鵜
と
と
も
に
潜
水
す
る
の
を
表
す
と
す
る
と
、
舟
の
使
用

と
齟
齬
を
来
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
夜
の
徒
歩
鵜
飼

で
鵜
使
が
潜
水
す
る
際
に
は
、
火
づ
え
の
下
端
を
水
底
に
刺
し
て
立
て
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
夜
の
鵜
飼
は
月
の
な
い
時
に
行
う
か
ら
、
潜
水
中
の
明
か
り
も
松
明

か
ら
の
光
が
頼
り
で
あ
る
。
松
明
を
離
れ
る
ほ
ど
水
中
も
暗
く
な
る
か
ら
、
魚
を

追
っ
て
深
み
へ
と
潜
る
に
も
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
松
明
を
持
っ
た
ま
ま
舟

上
か
ら
照
ら
す
方
が
魚
を
追
え
る
範
囲
が
確
実
に
広
が
る
。
鵜
使
が
舟
を
操
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
深
み
に
い
る
魚
を
捕
ろ
う
と
す
る
時
に
は
、
松
明
を
川
底
に
さ
し

て
潜
水
す
る
よ
り
も
、
松
明
を
舟
に
く
く
り
付
け
て
櫂
を
取
る
方
が
よ
い
と
考
え

そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
が
漁
法
と
し
て
も
効
率
的
で
あ
る
し
、
上
述
の
よ

う
に
密
猟
が
発
覚
し
た
時
の
逃
亡
に
も
適
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
密
猟
者
と
な

り
時
と
し
て
舟
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
長
年
の
習
い
性
で
潜
水
を
や
め

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
鵜
飼
』
の
鵜
飼
表
現
が
現
実
的
な
鵜
飼
漁
法
を
整

合
的
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す

る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
前
提
は
仮
定
に
過
ぎ
な
い
。 

奇
妙
な
こ
と
に
、
『
鵜
飼
』
に
お
い
て
、
詞
章
に
出
る
の
は
「
鵜
舟
」
「
篝
火
」

と
い
う
舟
鵜
飼
の
要
素
で
あ
り
、
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
か
づ
き
上
げ
す
く
ひ
上

げ
」
を
徒
歩
鵜
飼
と
解
釈
で
き
る
以
外
に
は
徒
歩
鵜
飼
に
固
有
の
要
素
は
含
ま
れ
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な
い
。
反
対
に
、
型
で
表
現
さ
れ
る
の
は
素
潜
り
漁
が
付
随
す
る
か
も
し
れ
な
い

徒
歩
鵜
飼
で
あ
り
、
舟
鵜
飼
に
固
有
の
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
詞
章
と
型
が
同
一
の
鵜
飼
漁
法
を
踏
ま
え
て
い
な
い
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
詞
章
と
型
が
別
個
の
鵜
飼
漁
法
を
踏
ま
え

て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
結
び
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

本
稿
で
は
現
行
の
詞
章
と
型
を
鵜
飼
漁
法
に
照
合
す
る
こ
と
を
主
た
る
方
法
と

し
て
考
察
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
限
界
が
今
や
明
白
に
な
っ

た
。
こ
れ
以
上
の
究
明
に
は
『
鵜
飼
』
の
成
立
過
程
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
資
料
が
少
な
い
。
資
料
の
不
足
を
補
う
に
は
大
胆
な
推
論
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
目
的
と
す
る
所
で
は
な
い
。 

 〔
注
〕 

(

１) 

「
鵜
飼
」
の
語
は
鵜
を
用
い
る
漁
法
を
さ
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
従
事
す
る
漁

師
の
呼
称
と
も
な
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
二
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、

前
者
を
「
鵜
飼
」
、
後
者
を
「
鵜
使
」
と
称
す
る
。
な
お
今
日
、
鵜
飼
に
従
事
す

る
者
を
「
鵜
匠
」
と
称
す
る
例
を
し
ば
し
ば
見
受
け
る
が
、
「
鵜
匠
」
の
語
は
元

来
、
大
名
に
よ
っ
て
排
他
的
特
権
を
与
え
ら
れ
経
済
的
支
援
を
受
け
た
鵜
使
に
の

み
許
さ
れ
た
呼
称
で
あ
る
。 

(

２) 

粟
谷
氏
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
記
事
よ
り
後
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
京
都
観
世
会
館
で
開
催
さ

れ
た
片
山
定
期
能
の
番
組
表
の
演
目
解
説
に
「
こ
の
曲
に
出
て
く
る
鵜
使
い
は

「
徒
鵜
飼
」
と
呼
ば
れ
る
漁
法
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
断
ず
る
根

拠
も
、
徒
歩
鵜
飼
な
ら
な
ぜ
鵜
舟
を
用
い
る
の
か
の
説
明
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

(

３) 

正
確
に
は
、
現
在
の
長
良
川
鵜
飼
は
ナ
カ
ノ
リ
・
ト
モ
ノ
リ
と
い
う
二
人
の
漕
ぎ

手
と
鵜
匠
の
三
人
一
組
を
基
本
と
し
、
鵜
匠
の
使
う
鵜
は
十
か
ら
十
二
羽
で
あ
る
。

（
白
水
正
「
鵜
飼
の
歴
史
と
漁
法
―
長
良
川
の
鵜
飼
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
家

禽
学
会
誌
』
第
四
十
巻 

二
〇
〇
三
年
九
月
）
、
岐
阜
市
役
所
Ｈ
Ｐ
の
記
事
「
ぎ

ふ
長
良
川
鵜
飼
」http://www.city.gifu.lg.jp/c/06080021 /06080021. 

html

に
よ
る
。
）
な
お
、
最
上
孝
敬
「
鵜
飼
の
い
ろ
い
ろ
」
（
秋
田
書
店
『
民
間

伝
承
』
第
十
八
巻
一
号 

一
九
五
四
年
一
月
）
に
は
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
ナ
カ

ツ
カ
イ
と
い
う
役
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
ナ
カ
ツ
カ
イ
は
舟
の
中
ほ
ど
に
乗

り
、
観
衆
の
い
な
い
川
上
の
方
で
の
み
鵜
を
使
い
、
鵜
の
数
も
鵜
匠
の
約
半
数
の

六
羽
に
止
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

(

４) 

『
観
世
』
昭
和
二
十
五
年
七
月
号
（
檜
書
店 

一
九
五
〇
年
七
月
）
所
載
の
「
形

付 

鵜
飼
（
宗
家
所
蔵
本
に
拠
る
）
」
で
は
、
幕
が
揚
が
っ
た
時
に
二
回
、
橋
掛

の
中
程
で
一
回
、
本
舞
台
に
入
っ
て
二
回
振
る
。 

(

５) 

観
世
流
で
は
着
キ
ゼ
リ
フ
で
「
い
つ
も
の
如
く
御
堂
に
上
が
り
鵜
を
休
め
う
ず
る

に
て
候
」
と
言
う
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
が
、
他
の
流
派
も
基
本
的
な
状
況
設
定

に
異
同
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
鵜
飼
』
の
本
文
は
原
則
と
し
て
横
道
万
里

雄
・
表
章
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
40 

謡
曲
集
上
』
（
岩
波
書
店 

一
九
六

〇
年
十
二
月
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
注(

６)

は
所
掲
の
型
付
文
書
に
よ
っ
た
。 

(

６) 
『
観
世
』
昭
和
二
十
五
年
八
月
号
（
檜
書
店 

一
九
五
〇
年
八
月
）
所
載
の
「
形

付 
鵜
飼
（
承
前
）
」
で
は
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
で
二
回
、
段
歌
の
「
面

白
の
有
様
や
」
で
二
回
、
「
玉
島
川
に
あ
ら
ね
ど
も
」
で
二
回
振
る
。
『
宝
生
流
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二
七

図
解
仕
舞
集 

第
五
巻
』
（
わ
ん
や
書
店 

一
九
五
一
年
三
月
）
は
「
湿
る
松
明

振
り
立
て
て
」
で
二
回
、
「
面
白
の
有
様
や
、
面
白
の
有
様
や
」
で
二
回
、
「
漲

る
水
の
淀
な
ら
ば
」
で
二
回
振
る
。
『
金
春
流
仕
舞
型
附 

雪
ノ
巻
』
（
金
春
円

満
井
会
出
版
部 

一
九
八
八
年
五
月
）
は
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
で
二
回
、

「
お
も
し
ろ
の
有
様
や
、
お
も
し
ろ
の
有
様
や
」
で
一
回
、
「
生
け
簀
の
鯉
や
の

ぼ
ら
ん
」
で
一
回
振
る
。
『
金
剛
流
仕
舞
型
附 

三
』
（
檜
書
店 

一
九
八
二
年

一
月
）
は
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
で
二
回
、
「
面
白
の
有
様
や
、
面
白
の
有

様
や
」
で
二
回
振
る
。
『
喜
多
流
囃
子
仕
舞
型
付 

第
一
巻
』
（
喜
多
流
刊
行
会 

一
九
五
六
年
二
月
）
は
「
湿
る
松
明
振
り
立
て
て
」
で
二
回
、
「
面
白
の
有
様
や
、

面
白
の
有
様
や
」
で
二
回
、
「
漲
る
水
の
淀
な
ら
ば
」
で
二
回
振
る
。
『
大
正
改

版
観
世
流
仕
舞
形
附 

天
』
（
檜
大
瓜
堂 
一
九
二
三
年
八
月
）
・
『
観
世
流
大

成
版
仕
舞
形
付 

全
』
（
檜
書
店 

二
〇
〇
二
年
七
月
）
は
「
鵜
籠
を
開
き
」
で

始
め
て
お
り
、
「
玉
島
川
に
あ
ら
ね
ど
も
」
で
二
回
振
る
の
み
で
あ
る
。 

(

７) 

佐
成
謙
太
郎
編
『
謡
曲
大
観 

第
一
巻
』
（
明
治
書
院 

一
九
三
〇
年
十
月
）
に

「
夜
露
に
し
め
つ
た
松
明
」
と
注
し
、
野
上
豊
一
郎
編
『
解
註
謡
曲
全
集 

巻
五
』

（
中
央
公
論
社 

一
九
三
五
年
七
月
）
に
「
消
え
か
か
る
松
明
」
と
注
す
る
。 

(

８) 

熊
本
達
哉
「
丹
波
地
方
に
お
け
る
「
堂
」
に
つ
い
て
─
「
村
堂
」
に
関
す
る
基
礎

的
考
察
」
（
『
日
本
建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集 

Ｆ-

２ 

建
築
歴
史
・
意
匠
』 

一

九
九
五
年
七
月
）
、
森
雄
一
「
惣
堂
・
村
堂
の
存
在
形
態
─
和
歌
山
県
清
水
町
の

事
例
を
通
じ
て
─
」
（
『
日
本
建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集 

Ｆ-

２ 

建
築
歴
史
・

意
匠
』
二
〇
〇
三
年
七
月
）
、
同
「
惣
堂
・
村
堂
の
存
在
形
態
─
京
都
府
和
知
町

の
事
例
を
通
じ
て
─
」
（
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
五
七
三
号 

二
〇

〇
三
年
十
一
月
）
に
よ
る
。 

(

９) 

注
（
７
）
所
掲
の
『
謡
曲
大
観 

第
一
巻
』
は
「
驚
く
魚
を
追
ひ
回
し
、
潜
き
上

げ
掬
ひ
上
げ
、
隙
な
く
魚
を
食
ふ
時
は
」
を
「
魚
が
驚
き
騒
ぐ
の
を
、
鵜
が
追
ひ

ま
は
し
て
、
水
に
潜
っ
て
は
引
き
上
げ
す
く
ひ
上
げ
、
絶
間
な
く
魚
を
呑
み
込
む

の
で
す
。
そ
の
様
を
見
て
ゐ
る
と
」
と
訳
し
、
注(

５)

所
掲
の
『
日
本
古
典
文
学

大
系
40 

謡
曲
集
上
』
は
「
潜
き
上
げ
掬
ひ
上
げ
、
隙
な
く
魚
を
食
ふ
時
は
」
に

「
水
に
潜
っ
て
は
掬
い
上
げ
て
、
間
も
置
か
ず
に
魚
を
呑
み
込
む
の
を
見
て
い
る

と
」
と
注
す
る
。 

(

10) 
Berthold Laufer 

The Domestication Of The Cormorant In China And 

Japan 

（Chicago:Field Museum Press 

一
九
三
一
年
十
月
／
邦
訳
は
小

林
清
一
訳
『
鵜
飼 

中
国
と
日
本
』
博
品
社 

一
九
九
六
年
七
月
）
に
よ
る
と
、

中
国
で
は
鵜
を
一
名
「
烏
頭
網
（
カ
ラ
ス
の
頭
を
し
た
網
）
」
と
称
す
る
。
鵜
を

漁
具
の
一
種
と
見
る
な
ら
、
網
と
す
る
の
は
自
然
な
発
想
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

中
国
の
鵜
飼
は
放
ち
鵜
飼
で
あ
る
か
ら
、
鵜
は
掬
い
網
で
は
な
く
投
げ
網
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

(

11) 

注(

６)

所
掲
の
『
金
春
流
仕
舞
型
附 

雪
ノ
巻
』
に
よ
る
。 

(

12) 

注(

６)

所
掲
の
「
形
付 

鵜
飼
（
承
前
）
」
に
よ
る
。 

(

13) 

注(

６)

所
掲
の
『
大
正
改
版
観
世
流
仕
舞
形
附 

天
』
『
観
世
流
大
成
版
仕
舞
形

付 

全
』
に
よ
る
。 

(

14) 

注(

６)

所
掲
の
『
宝
生
流
図
解
仕
舞
集 

第
五
巻
』
に
よ
る
。 

(
15) 

注(

６)

所
掲
の
『
金
剛
流
仕
舞
型
附 

三
』
に
よ
る
。 

(

16) 
注(
６)

所
掲
の
『
喜
多
流
囃
子
仕
舞
型
付 

第
一
巻
』
に
よ
る
。 

(

17) 

『
忠
度
』
で
忠
度
が
討
死
す
る
所
の
観
世
流
の
現
行
の
型
に
は
忠
度
の
所
作
と
岡

部
の
六
弥
太
の
所
作
が
混
在
し
て
い
る
。 

“

“
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二
八

(
18) 

宅
野
幸
徳
「
高
津
川
の
放
し
鵜
飼
」
（
日
本
民
具
学
会
『
民
具
研
究
』
八
十
六
号 

一
九
九
〇
年
三
月
）
に
「
放
し
鵜
飼
も
水
域
に
よ
り
技
法
の
相
違
が
あ
り
、
一
例

を
あ
げ
る
と
、
下
流
域
で
は
水
深
も
あ
り
川
幅
も
あ
り
、
舟
を
使
用
す
る
。
上
流
、

渓
流
で
は
舟
を
使
用
し
な
い
。
中
流
域
で
は
川
幅
に
網
を
張
る
方
法
が
と
ら
れ
、

そ
の
際
に
舟
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。 

(

19) 

放
ち
鵜
飼
を
可
児
前
掲
論
文
は
「
昼
川
漁
」
と
し
、
可
児
前
掲
書
も
「
昼
の
鵜
飼

つ
ま
り
昼
川
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
熊
雄
「
日
本
に
お
け
る
鵜
飼

習
俗
」
（
『
宮
崎
大
学
学
芸
学
部
紀
要
社
会
科
学
』
第
十
九
号 

一
九
六
六
年
七

月
）
は
鵜
飼
の
漁
法
を
七
通
り
に
分
類
し
て
い
る
が
、
放
ち
鵜
飼
に
つ
い
て
は
「
止

水
域
の
舟
上
で
昼
間
放
ち
鵜
飼
に
よ
つ
て
漁
獲
す
る
法
」
「
昼
間
船
遣
の
放
ち
鵜

飼
に
て
、
追
い
つ
め
、
漁
網
に
て
捕
魚
」
の
二
通
り
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。
放

ち
鵜
飼
が
昼
に
の
み
行
わ
れ
る
と
す
る
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、
舟
を
用
い
な
い
も

の
を
挙
げ
な
い
の
は
遺
漏
と
言
う
ほ
か
な
い
。 

(

20) 

松
明
を
棒
に
つ
け
た
も
の
に
は
篝
を
用
い
な
い
か
ら
、
「
篝
火
」
と
称
す
る
の
は

不
正
確
で
あ
る
。 

(

21) 

可
児
前
掲
論
文
で
「
威
嚇
手
段
を
併
用
す
る
繋
ぎ
鵜
飼
」
に
分
類
さ
れ
る
。 

(

22) 

田
中
前
掲
論
文
で
「
昼
間
徒
歩
で
つ
な
ぎ
鵜
に
よ
り
布
設
漁
具
の
中
に
逐
い
込
み

捕
魚
」
に
分
類
さ
れ
る
。 

(

23) 

可
児
前
掲
論
文
で
「
鵜
垣
」
に
分
類
さ
れ
る
。 

 

〔
付
記
〕 

本
稿
は
二
〇
一
一
年
度
に
本
学
の
助
成
を
受
け
た
研
究
の
成
果
発
表
で
あ
る
。 

 

        


