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伝
承
文
芸
と
し
て
の
組
踊
台
本

大

城

準

は
じ
め
に

拙
稿
「
組
踊
台
本
は
知
何
に
し
て
筆
写
さ
れ
て
き
た
の
か
」
の
な
か
で
、
組
踊
台
本
に
つ
い
て
、
ど
の
台
本
(
写
本
)
を
書
写
し
た
の

か
が
分
か
ら
な
い
こ
と
、
市
町
出
品

4

年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
台
本
聞
の
系
統
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
、
台
本
聞
の
異
同
が
あ
る
こ
と

な
ど
は
ど
う
し
て
生
じ
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
【
註
①
】

考
察
の
結
果
、
二
つ
の
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。
一
つ
は
、
同
一
演
目
の
組
踊
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
台
本
を
手
元
に

置
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
比
般
検
討
し
、
筆
写
者
が
組
踊
演
者
や
研
究
者
に
と
っ
て
鼠
い
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
た
、
つ
ま
り
、
試
行
錯
誤
を
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繰
り
返
し
な
が
ら
新
た
な
台
本
を
作
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
つ
目
の
要
因
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。
【
註
②
】

も
う
一
つ
は
、
筆
写
者
が
い
ず
れ
か
の
台
本
に
よ
っ
て
詞
章
を
暗
記
し
て
い
て
、
そ
の
記
憶
を
筆
写
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
名
護
市
宮
里
区
に
お
い
て
は
、
村
踊
り
で
上
演
し
て
い
た
組
踊
台
本
を
沖
縄
戦
で
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
。
終
戦
直
後
に
比

嘉
鹿
元
と
仲
村
宏
善
が
協
力
し
て
、
八
番
の
組
踊
台
本
を
見
事
に
作
成
し
た
。
そ
れ
は
比
嘉
と
仲
村
両
人
が
記
憶
し
て
い
た
台
本
で

あ
る
。
地
方
の
組
踊
の
場
合
、
宮
里
区
の
よ
う
に
組
踊
師
匠
た
ち
の
記
憶
を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
た
台
本
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ

れ
は
伝
承
の
文
芸
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
組
踊
台
本
は
、
一
方
で
は
伝
承
文
芸
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。



本
稿
で
は
、
お
に
述
べ
た
伝
承
文
芸
と
し
て
の
組
踊
台
本
に
つ
い
て
、
興
境
名
白
磁
に
よ
る
削
作
組
踊
「
雪
払
い
」
{
『
伊
祖
の
子
」
と

も
い
う
}
の
台
本
作
成
と
、
名
漉
市
宮
里
の
村
附
り
(
現
在
は
「
盟
年
同
小
』
と
祢
し
て
い
る
)
で
上
演
さ
れ
て
い
る
組
踊
の
台
本
作
成
を

取
り
あ
げ
て
考
察
す
る
。

一
、
興
境
名
由
騰
に
よ
る
創
作
組
踊
「
雪
払
い
L

の
台
本
作
成

(
一
)
員
境
名
曲
騰
の
略
歴

民
境
名
由
康
(
一
八
八
八

3
一
九
八
二
)
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
如
の
一
一
一
代
に
わ
た
っ
て
組
踊
、
琉
球
舞
踊
、
沖
縄
芝
居
の
保
存
継
承

に
尽
力
さ
れ
た
。
琉
球
舞
踊
に
つ
い
て
は
冠
船
舞
踊
(
琉
球
古
典
舞
踊
)
や
雑
踊
の
保
存
継
承
は
言
う
に
及
ぱ
ず
、
創
作
舞
踊
に
も
「
糸
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満
乙
女
」
「
わ
た
ん
じ
ゃ
舟
」
『
巌
の
松
」
「
寿
の
舞
」
『
辻
山
」
な
ど
の
優
れ
た
作
品
を
の
こ
さ
れ
た
。
沖
縄
芝
居
で
は
歌
劇
「
伊
江
島
ハ

ン
ド
l
小
」
「
淵
』
『
夫
婦
岩
」
「
恐
ろ
し
き
一
夜
(
安
里
ア
ン
小
ご
『
今
様
貞
不
貞
(
ガ
ン
チ
ョ

l
小
)
」
「
美
人
の
妻
・
情
の
妻
(
ポ
l

ポ
1
ハ
ン
シ
!
と
ト
ン
ト
ン
ミ
l
モ
l
サ
l
)
」
、
方
言
せ
り
ふ
劇
「
琉
球
史
劇
・
困
難
」
な
ど
の
名
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
現
在

で
も
時
折
上
演
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
四
月
、
県
境
名
由
康
舞
踊
研
究
所
を
設
立
。
一
九
五
七
(
昭
和
三
二
)
年
四
月
組
踊
『
雪
払
い
」
を
創
作

し
、
翌
五
八
(
昭
和
三
一
二
)
年
四
月
四
日
に
「
雪
払
い
』
を
沖
縄
文
化
協
会
に
よ
り
試
演
す
る
。
一
九
六
二
(
昭
和
三
七
)
年
四
月
、
民

境
名
本
流
組
踊
会
を
設
立
。
一
九
六
五
(
昭
和
四

O
)
年一

O
月
、
琉
球
組
踊
保
存
会
を
結
成
し
、
由
康
は
会
長
と
な
る
。
一
九
六
七
(
昭

和
四
二
)
年
六
月
五
日
、
琉
球
政
府
文
化
財
保
護
委
員
会
が
「
玉
城
朝
薦
作
組
踊
五
番
』
を
軍
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
、
由
康
ほ
か
十

一
名
を
保
持
者
に
認
定
し
た
。



一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
五
月
十
五
日
に
「
組
踊
』
が
闘
の
盟
型
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
由
脱
ほ
か
十
二
名
が
保
持
者
に
認
定

さ
れ
、
由
肢
は
、
保
持
者
が
構
成
貝
と
な
る
伝
統
組
踊
保
存
会
会
民
お
よ
び
同
保
存
会
の
会
長
に
就
く
。
同
年
十
二
月
二
八
日
に
沖
縄
県

教
育
委
員
会
は
琉
球
舞
踊
を
「
沖
縄
伝
統
舞
踊
』
と
い
う
名
称
で
沖
縄
県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
し
、
由
康
ほ
か
二
五
名
を
保
持
者
に
認

定
し
た
。
由
康
は
、
保
持
者
が
構
成
員
と
な
る
沖
縄
伝
統
舞
踊
保
存
会
会
員
お
よ
び
同
保
存
会
の
会
長
に
就
く
。
由
康
は
死
去
す
る
ま
で
、

指
定
文
化
財
の
両
保
存
会
会
長
の
任
に
あ
っ
た
。

(
二
)
由
康
の
創
作
組
踊

前
述
し
た
よ
う
に
、
由
康
は
一
九
五
七
(
昭
和
三
二
)
年
四
月
に
組
踊
『
雪
払
い
」
を
創
作
し
、
翌
五
八
(
昭
和
三
三
)
年
四
月
四
日

に
「
雪
払
い
」
を
沖
縄
文
化
協
会
主
催
で
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
ホ
l
ル
に
於
い
て
試
演
し
た
。
当
時
は
、
雪
の
降
ら
な
い
沖
縄
に
雪
を
題
材
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に
し
た
組
踊
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
話
題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雪
に
つ
い
て
、
一
つ
は
意
地
悪
な
継
母
の
心
の
冷
た
さ
を
表
し
、

物
語
の
お
し
ま
い
で
は
、
継
偲
が
改
心
し
て
今
後
は
家
族
が
和
睦
に
暮
ら
す
こ
と
を
普
う
、
つ
ま
り
、
雪
解
け
を
意
味
し
て
い
る
の
が
二

つ
自
の
雪
の
意
味
で
あ
る
。
「
雪
払
い
」
創
作
の
助
機
に
つ
い
て
は
、

一
九
五
八
(
昭
和
三
三
)
年
四
月
七
日
付
け
で
由
康
が
宮
良
官
枇

【
位
③
】
宛
に
送
っ
た
私
信
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
煩
を
厭
わ
ず
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
【
越
④
】

な
お
、
「
雪
払
い
」
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
。

〔
前
略
〕
組
踊
『
雪
は
ら
い
」
は
今
か
ら
三
十
八
・
九
年
前
に
首
里
城
内
公
会
堂
で
上
泊
さ
れ
た
の
が
最
後
で
、
其
後
一
度
も
上

演
さ
れ
ず
、
現
世
に
至
っ
て
居
り
ま
す
。
当
時
或
る
人
で
(
名
前
は
失
念
致
し
ま
し
た
)
完
成
さ
れ
て
い
な
い
覚
書
程
度
の
『
雪
は

ら
い
」
の
台
本
を
所
持
し
て
居
る
人
が
居
り
ま
し
て
、
そ
の
方
か
ら
台
本
を
借
り
受
け
、
そ
れ
を
頼
り
に
y
yワ
に
か
上
演
し
た
様
な



訳
で
あ
り
ま
す
。
一
昨
年
の
秋
頃
か
ら
過
去
の
記
憶
を
辿
り
乍
ら
『
雪
は
ら
い
」
の
脚
色
を
試
み
ま
し
た
処
、
な
に
し
ろ
三
十
八
年

前
の
引
で
す
の
で
、
台
詞
の
殆
ん
ど
を
忘
れ
て
居
り
、
し
か
た
な
く
、
記
憶
に
残
る
大
体
の
あ
ら
す
じ
を
頼
り
に
及
ぱ
ず
乍
ら
私
が

ム
口
刻
、
歌
詞
等
を
作
り
、
加
え
て
、
そ
の
小
に
踊
り
に
過
し
た
山
を
採
沢
し
、
歌
の
部
分
に
は
総
て
舞
踊
を
振
付
け
、
助
き
の
あ
る

も
の
と
し
、
従
来
の
台
詞
と
歌
だ
け
に
削
っ
て
い
た
も
の
を
臼
で
見
て
も
変
化
に

-Mん
だ
新
し
い
試
み
の
、
歌
舞
劇
と
で
も
云
う
様

な
組
踊
『
雪
は
ら
い
』
と
し
て
創
作
致
し
た
よ
う
な
訳
で
あ
り
ま
す
。

御
承
知
の
僚
に
組
踊
は
悠
長
な
歌
と
難
解
な
長
い
台
詞
と
で
劇
の
大
部
分
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
極
め
て
わ
ず
か
な
緩
慢
な
所

作
を
演
じ
る
の
み
で
動
き
に
乏
し
く
、
戦
前
に
お
い
て
も
一
部
の
有
識
者
を
除
い
て
は
、
一
般
の
人
々
に
は
あ
ま
り
親
し
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
後
に
至
り
ま
し
て
は
、
そ
れ
が
全
〈
忘
れ
去
ら
れ
様
と
す
る
現
状
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
保
存
、
育
成
に
苦
心

放
し
て
尉
り
ま
す
。
私
は
日
頃
か
ら
、
こ
の
琉
球
国
劇
と
も
称
さ
れ
る
組
聞
が
一
般
大
衆
の
人
々
に
も
身
近
な
も
の
と
し
て
親
し
ま

れ
る
織
に
な
る
こ
と
を
念
願
致
し
て
回
り
ま
し
た
が
、
前
に
も
述
べ
ま
し
た
こ
の
新
し
い
拭
み
が
、
組
踊
の
一
般
へ
の
穆
透
と
云
う
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引
の
き
っ
か
け
に
も
な
れ
ば
と
漸
〈
、
ど
う
に
か
完
成
し
ま
し
た
の
で
、
沖
制
タ
イ
ム
ス
に
辿
帳
し
た
よ
う
な
次
第
で
す
。

〔
中
略
〕
尚
以
前
の
「
雪
は
ら
い
」
の
作
者
の
件
に
就
き
ま
し
て
は
、
戦
前
よ
り
色
々
と
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
仙
聞
に
も
述
べ
ま
し

た
通
り
、
き
わ
め
て
不
完
全
な
台
本
だ
け
で
、
そ
の
他
の
資
料
は
全
く
な
く
、
当
時
で
も
判
明
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る

物
を
戦
禍
で
焼
失
し
ま
し
た
今
日
、
益
々
困
難
な
事
に
思
わ
れ
、
残
念
に
存
じ
て
居
り
ま
す
。
〔
後
略
〕

右
の
引
則
文
で
は
、
「
雪
払
い
』
【
泣
@
】
を
創
作
す
る
に
あ
た
り
、
由
康
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

①
組
踊
「
雪
払
い
」
は
、
由
康
が
宮
良
岱
祉
に
宛
て
た
私
信
に
よ
れ
ば
、
首
里
城
内
公
会
堂
で
上
演
さ
れ
た
の
は
一
九
一
九
(
大
正
八
)

年
か
二

O
(大
正
九
)
年
.
凶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、

一
九
五
八

(
附
和
三
一
二
)
年
ま
で
は

G
1払
い
」

の
上
前
は
な



か
っ
た
の
で
あ
る
。

②
完
成
さ
れ
て
い
な
い
覚
書
程
度
の
「
雪
払
い
」
の
台
本
し
か
な
く
、
そ
の
台
本
を
借
り
受
け
て
ど
う
に
か
上
演
し
た
と
い
う
。

③
記
憶
に
残
る
大
体
の
あ
ら
す
じ
を
頼
り
に
由
康
が
台
詞
、
歌
詞
等
を
作
り
、
踊
り
に
適
し
た
曲
を
採
択
し
、
歌
の
部
分
に
は
す
べ
て

舞
踊
を
撮
り
付
け
て
い
る
。
歌
舞
劇
と
で
も
い
う
よ
う
な
組
踊
「
雪
払
い
』
を
創
作
し
た
。
新
た
に
歌
舞
劇
と
し
て
創
作
し
た
の
は
、

組
踊
が
一
般
大
衆
に
身
近
な
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
念
願
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

由
康
は
自
ら
記
憶
し
て
い
た
『
雪
払
い
」
あ
ら
す
じ
と
、
覚
書
程
度
の
台
本
を
も
と
に
し
て
歌
舞
劇
「
雪
払
い
」
を
創
作
し
た
と
し
て

い
る
が
、
由
康
は
記
憶
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
と
話
し
て
い
た
と
い
う
【
越
⑥
】
。
由
康
は
、
一
九
五
七
{
昭
和
三
二
)
年
か
ら
一
九
六
一

(
昭
如
三
六
)
年
の
聞
に
、
『
雪
払
い
」
と
同
樟
の
歌
舞
劇
等
を
、
組
踊
か
ら
故
粋
し
て
創
作
し
て
い
る
。
創
作
舞
踊
「
人
盗
人
』
(
一
九

五
七
年
。
組
踊
『
女
物
狂
」
よ
り
て
制
作
舞
踊
「
二
重
敵
対
」
(
一
九
五
八
年
、
組
踊
「
謹
佐
丸
敵
討
』
よ
り
て
新
組
踊
「
範
匝
国
古
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之
比
屈
(
一
九
六

O
年
、
組
踊
『
義
臣
物
語
」
よ
り
て
新
組
踊
「
金
武
寺
の
虎
千
代
』
(
一
九
六
一
年
、
組
踊
「
矢
蔵
の
比
屋
」
よ
り
て

創
作
舞
踊
「
機
運
到
来
』
(
「
夜
討
』
と
も
。
組
踊
「
束
辺
名
夜
討
」
よ
り
て
新
組
踊
「
北
山
飽
曾
」
(
組
踊
『
北
山
敵
対
」
よ
り
)
な
ど

が
、
組
踊
を
一
部
改
編
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
、
由
勝
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
【
注
①
】

組
踊
の
内
容
や
手
法
な
ど
が
、
現
代
の
生
活
に
マ
ッ
チ
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
若
い
人
に
は
親
し
み
が
わ
か
ず
、
し
た
が
っ
て
見

る
人
た
ち
も
少
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
滅
ん
で
い
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
い
、
〈
若
い
人
に
と
け
こ
め
る
組
踊
〉
と
い
う
の
が
私
の

念
願
だ
。
組
踊
は
音
節
を
使
い
、
悠
H
H
な
セ
リ
フ
、
踊
り
で
動
作
が
少
な
い
た
め
に
、
若
い
人
に
ア
キ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
に
励

き
を
つ
け
、
舞
踊
を
ふ
り
つ
け
、
し
か
も
時
間
を
短
く
す
る
と
い
う
組
踊
の
新
し
い
方
法
を
と
っ
た
。



長
組
の
組
踊
の
改
編
短
縮
は
、
舞
踊
曲
を
増
や
し
、
せ
り
ふ
も
削
除
し
た
り
新
た
に
加
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
踊
を
楽
し
く

お
も
し
ろ
く
鑑
賞
し
て
も
ら
い
、
組
踊
離
れ
を
な
く
す
る
た
め
に
考
え
た
由
康
の
策
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
由
康
は
組
踊
の
様
式
な

ど
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
由
康
は
組
踊
の
様
式
や
心
得
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
【
誌
⑧
】

組
踊
の
表
現
は
、
象
徴
的
な
も
の
で
写
実
性
は
少
な
い
。
と
い
っ
て
も
能
ほ
ど
象
徴
的
な
も
の
で
は
な
〈
、
歌
舞
伎
の
よ
う
に
露

骨
な
表
現
も
と
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
能
に
近
い
と
思
う
。
組
踊
で
は
泣
い
た
り
、
樗
い
た
り
す
る
場
合
、
表
情
に
出
し
て

の
表
現
は
き
ら
わ
れ
た
。
〈
実
感
に
近
い
や
り
方
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
。
見
る
人
に
考
え
さ
せ
ろ
。
君
ら
が
や
れ
ば
、
自
然
に
符

も
わ
か
る
か
ら
、
強
い
て
著
す
必
要
は
な
い
〉
と
教
え
ら
れ
た
。
現
代
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
物
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

今
後
の
制
作
に
お
い
て
、
現
代
的
な
感
覚
か
ら
、
写
実
的
に
な
り
は
し
な
い
か
と
心
配
だ
。

ま
ず
、
組
踊
を
こ
な
す
に
は
、
組
聞
の
心
を
知
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
心
を
つ
か
み
と
る
に
は
二
、
三
年
の
術
古
で
は
と
う
て
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い
不
可
能
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
十
年
以
上
の
年
期
を
か
け
な
い
と
い
け
な
い
。
一
見
非
常
に
簡

mな
よ
う
に
見
え
る
組
踊
だ
が
、

そ
の
中
に
集
約
さ
れ
た
〈
技
〉
は
決
し
て
た
や
す
く
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

由
康
は
晩
年
、
玉
城
盛
重
か
ら
組
踊
よ
り
も
沖
縄
芝
居
の
方
が
客
受
け
す
る
が
、
組
踊
は
沖
縄
の
重
要
な
芸
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
沖

縄
の
人
た
ち
が
誇
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
芸
能
な
の
で
、
し
っ
か
り
保
存
継
承
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
、
と
話
し
て
い
た
。
ま
た
、

由
康
は
、
古
典
舞
踊
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
伝
統
芸
能
の
粋
と
も
い
え
る
組
踊
の
指
導
を
大
き
な
柱
と
し
て
芸
道
に
励
ん
で
参
り
ま
し

た
、
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。
【
註
⑨
】

つ
ま
り
、
由
康
は
玉
城
朝
薫
の
五
番
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
の
組
踊
の
重
要
さ
を
強
調
し
な
が
ら
二
九
五

0
年
代
頃
の
組
踊
を
取
り



ま
く
環
境
を
鑑
み
て
、
若
い
人
に
と
け
こ
め
る
組
踊
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。
伝
統
組
踊
に
梢
通
し
て
い
た
由
臨
だ
か
ら
こ
そ
、
創
作
の

必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
組
踊
が
一
般
大
衆
に
身
近
な
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
念

願
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
。

古
典
を
活
か
し
て
い
く
た
め
に
、
創
作
(
新
作
)
は
必
要
で
あ
る
。
古
典
と
新
作
が
市
中
の
両
輪
と
し
て
動
い
て
、
は
じ
め
て
伝
統
芸
能

の
保
存
が
岡
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
か
た
く
な
に
伝
統
の
み
を
墨
守
し
て
古
典
芸
能
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
は
、
も
し
か
す
る
と
芸
能

そ
の
も
の
を
枯
死
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
時
代
そ
の
と
き
の
人
々
の
晴
好
や
工
夫
や
感
性
が
加
え
ら
れ
て
、
こ
ん
に
ち
ま

で
芸
能
が
生
き
生
き
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

会
己
創
作
組
踊
「
雪
払
い
」

の
台
本
作
成
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宮
良
岱
世
嗣
著
『
月
刊
琉
球
文
学
』
第
七
号
・
八
号
に
、
由
康
が
宮
良
岱
批
に
宛
て
た
「
雪
は
ら
い
」
(
「
雪
払
い
』
)
の
台
本
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
【
総
⑩
】
「
雪
払
い
』
の
台
本
は
『
県
境
名
山
康
人
と
作
品
』
下
巻
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
【
註
⑪
】
、
『
月
刊
琉
球
文
学
』

所
収
の
台
本
に
は
初
演
の
『
登
場
人
物
及
び
配
役
」
や
「
服
装
」
(
装
束
)
、
「
舞
台
装
置
』
な
ど
の
記
載
が
あ
っ
て
、
台
本
と
し
て
は
充

突
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
『
月
刊
琉
球
文
学
』
を
使
用
す
る
。

ま
た
、
由
康
作
『
雪
払
い
」
の
創
作
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
古
典
組
踊
の
『
雪
払
い
』
の
台
本
と
比
較
す
る
。
そ
の
方
は
、
石

垣
市
立
八
重
山
図
書
館
所
蔵
の
組
踊
「
伊
祖
の
子
」
の
台
本
を
使
用
す
る
。
同
台
本
(
写
本
)
の
末
尾
に
「
此
組
躍
能
本
ハ
同
治
十
四
年

亥
八
月
/
百
姓
村
結
願
之
時
錦
芳
氏
仮
若
文
子
/
喜
友
名
仁
匡
用
方
寄
進
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
岡
台
本
を
用
方
本
「
伊
祖
の
子
組
」
と

す
る
。
用
方
本
『
伊
祖
の
子
組
」
に
は
筆
写
年
が
「
同
治
十
四
年
亥
八
月
」
と
あ
り
、
一
八
七
五
年
の
台
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
(
な

ぉ
、
同
治
十
四
年
は
光
緒
一
年
で
あ
る
)
。
「
雪
払
い
」
系
の
台
本
筆
写
年
と
し
て
は
、
現
存
す
る
写
本
で
は
最
古
で
あ
る
。



『
伊
祖
の
子
」
の
台
本
は
、
法
抵
は
縦
二
七
、
五
四
x
横
二

O
、
四
畑
、
十
一
丁
、
料
紙
は
楕
紙
、
袋
績
、
四
つ
目
綴
・
大
和
綴
の
装
丁
、

本
文
字
体
(
毎
半
葉
)
は
九
行
x
十
八
1
二

O子
、
保
存
状
況
は
良
好
、
裏
打
ち
あ
り
。
表
紙
に
「
亥
八
月
写
之
用
紙
姶
三
枚
/
伊
祖
の

子
組
/
川
方
喜
氏
」
と
あ
る
。
十
一
丁
喪
末
厄
か
ら
裏
表
紙
に
か
け
て
『
此
組
問
能
本
ハ
同
治
十
四
年
亥
八
月
/
百
姓
村
結
願
之
時
錦

芳
氏
仮
若
文
子
/
喜
友
名
仁
屋
用
方
寄
進
之
」
と
あ
る
。
黒
丸
の
中
に
朱
点
あ
り
。

宮
良
舘
壮
編
著
『
月
刊
琉
球
文
学
』
第
七
号
・
八
号
に
掲
誠
の
組
踊
「
雪
は
ら
い
」
(
『
員
境
名
山
康
翁
新
作
」
と
あ
る
)
の
舞
台
装

置
は
、
「
舞
台
の
中
央
に
切
り
ぬ
き
垣
、
竹
、
雑
木
な
ど
を
適
宜
に
配
置
し
、
そ
の
上
に
綿
な
ど
を
置
き
、
雪
の
降
り
積
も
っ
た
さ
ま
を

あ
ら
わ
す
。
劇
中
は
絶
え
ず
上
か
ら
小
さ
く
切
っ
た
紙
片
を
舞
台
に
落
と
し
て
雪
の
降
る
さ
ま
を
表
わ
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
興
境
名
本
「
雪
払
い
」
と
則
方
本
「
伊
祖
の
子
組
」

の
比
較
考
察
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(
ア
)
台
本

以
下
に
国
境
名
山
康
の
創
作
組
踊
「
雪
払
い
」
台
本
と
、
石
垣
市
立
八
前
山
岡
押
館
所
蔵
の
組
踊
「
伊
祖
之
子
」
の
台
本
の
呉
同
に
つ

い
て
み
て
み
た
い
。
「
伊
祖
之
子
」
は
ペ
た
書
き
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
『
雪
払
い
」
に
準
じ
て
分
か
ち
書
き
に
し
た
。
ま
た
、
「
雪
払
い
」

の
詞
草
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
カ
タ
カ
ナ
で
ル
ピ
が
付
さ
れ
、
語
注
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宮
良
首
位
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
ル
ピ
や
語
注
を
付
さ
な
か
っ
た
由
康
の
原
稿
に
戻
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。
曲
名
は
見
や
す
い
よ
う
に
、
筆
者
が

音
曲
『
O
O節
』
と
記
述
し
た
。
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
台
本
の
一
部
を
蝿
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
由
康
の
創
作
を
特
徴
づ
け
て
い
る

筒
所
の
一
つ
、
思
鶴
が
乙
樽
に
着
物
を
は
ぎ
取
ら
れ
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
場
而
か
ら
、
思
鶴
の
実
吋
の
亡
謹
が
登
場
し
て
思
鶴
と
踊
る

場
面
ま
で
で
あ
る
。



【
民
境
名
本
】

乙
榔
、
他
千
代
を
無
理
に
辿
れ
て
帰
ろ
う
と
す
る
。

〔
前
略
〕

は
ぎ
と
る
。

地
千
代
が
清
せ
て
や
っ
た
思
閣
の
着
物
を
、
ま
た
、

伯
千
代ゃ

あ
舟
税
よ
。

い
か
な
思
姉
に

鼎
科
の
あ
て
も
、

甜
る
衣
も
潤
せ
て

家
内
う
ち
府
と
て
、

親
に
な
て
子
の

戒
め
も
み
せ
る
、

か
ね
る
雪
降
り
に

衣
迄
も
は
ぎ
取
や
り
、

迫
ひ
ょ
出
す
し
ゃ

【
用
方
本
}

、.

3

‘.

カ
凶
民
卜
V
E
T

ゃ
あ
母
親
よ
。

た
ん
で
思
な
い
ん

烈
(
列
}
て
給
れ
。
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無
理
ゃ
あ
や
ぴ
ら
に
。

乙
樽

さ
か
し
よ
も
宜

い
や
迄
も
こ
の
母
の
、

気
に
さ
か
で
し
ぬ
み
、

肝
や
ま
ち

L
ぬ
み
、

じ
ゃ
じ
ゃ
ご
と
ん
い
ら
ん

急
ぎ
民
れ
。

他
千
代願

て
や
〈
立
た
ぬ

事
よ
ま
た
や
れ
ば

我
身
も
恩
姉
と

乙
樽
は
血
千
代
に
全
部
を
言
わ
さ
な
い
。

乙
樽

な
ら
ぬ
な
ら
ぬ
。

母

な
ま
い
ち
ん
聞
{
ぬ
)

愚
痴
な
よ
も
宜
。

母
ぬ
言
る
ご
と
に

急
ぢ
戻
り
。
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亀
千
代あ

き
よ
思
姉
や

い
き
や
が
す
ゆ
ら
。

乙
栂

急
ぎ
戻
れ
。

急
ぎ
戻
れ
。

乙
樽
は
恩
簡
に
取
り
槌
ろ
う
と
す
る
也
千
代
を
、

無
理
や
り
に
引
き
は
な
し
て
つ
れ
て
下
手
へ
退
場
。

恩
簡す

わ
っ
て
唱
え
手
を
合
す
。

浅
ま
し
ゃ
此
の
身

人
に
生
れ
と
て
、

朝
夕
此
の
憂
目

か
め
い
十

ゃ
あ
思
な
い
よ
。

母

す
い
さ
ん
な
。

急
ぢ
〈
ら
め
。
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(
思
鶴
)難

而
や
我
身
の

人
に
生
れ
と
て
、

親
の
気
{
に
逝
}
て



ん
ど
が
し
ん
き
、

彼
の
世
ま
い
る
母
の

ま
さ
さ
あ
る
や
ら
ぱ
、

手
取
て
引
き
た
ぽ
れ

得
の
御
側
。

音
曲
「
白
鳥
師
』
{
白
鳥
は
人
の
た
ま
し
い
を
象
徴
し
た
も
の
)

実
母
の
亡
接
現
わ
る
。
史
同
時
の
世
.
と
思
簡
の
踊
り
。

彼
の
世
ま
い
る
母
の

ま
さ
さ
あ
る
や
ら
ぽ
、

手
取
て
引
き
た
ぽ
れ

母
の
御
側
。

実
母
の
亡
盤
、
上
手
に
退
場
。

J思
朗

ゃ
あ
母
親
よ
。

ゃ
あ
母
親
よ
。

あ
き
よ
母
鋭
や

拶
ど
や
た
み
。

思
鶴
、
什
刊
の
場
に
泣
き
刷
れ
る
。

居
る
が
心
気
。
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l.!.t 
鶴

ゃ
あ
母
親
よ
。

ゃ
あ
時
現
よ
。



音
曲
『
東
江
節
」

音
曲
「
東
(
江
)
ぶ
し
」

あ
》
き
夢
ど
や
た
み

夢
が
や
よ
ら
。

〔
後
略
〕

以
上
、
民
境
名
本
と
用
方
本
の
台
本
の
一
部
を
比
較
し
た
。
実
母
の
亡
霊
が
登
場
し
、
娘
の
思
鶴
と
踊
る
場
面
は
用
方
本
を
は
じ
め
他

の
「
雪
払
い
」
の
台
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
由
牒
の
独
創
で
あ
る
。

興
境
名
本
に
は
ト
書
き
が
あ
り
、
用
方
本
に
は
ト
書
き
が
な
い
。
ト
書
き
は
、
作
者
が
場
面
の
状
況
や
雰
聞
気
を
説
明
す
る
部
分
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
役
者
の
出
入
り
や
励
き
、
照
明
、
音
響
、
効
果
な
ど
の
演
出
を
具
体
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
ト
書
き
に
は
演
出
の
意
図

が
注
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
で
役
者
に
そ
の
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
組
踊
台
本
に
は
ト
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書
き
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
あ
え
て
由
躍
が
ト
書
き
を
書
い
た
の
は
、
創
作
者
の
演
出
の
意
図
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
八
(
昭
和
三
三
)
年
に
由
践
が
上
演
し
て
後
に
、
『
雪
払
い
」
の
台
本
(
写
本
)
が
何
冊
か
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
確
認

さ
れ
た
台
本
を
説
ん
で
み
る
と
二
一
極
顕
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
そ
の
ニ
民
境
名
曲
鹿
本
「
雪
払
い
」
、
石
垣
市
立
八
重

山
岡
書
館
所
蔵
本
「
伊
祖
之
子
」
、
京
都
大
学
国
史
公
文
帯
館
琉
球
資
料
七
八
『
雪
飾
全
」
、
琉
球
大
学
附
属
図
脅
館
所
蔵
本
(
思
河
組

踊
集
)
『
雪
締
」
、
東
京
教
育
大
学
所
蔵
本
『
琉
球
組
蹄
』
「
雪
掛
」
、
金
城
唯
仁
所
蔵
本
「
雪
払
い
』
、
与
那
国
町
祖
納
公
民
館
所
蔵
本
「
当

払
い
」
。
〔
そ
の
二
〕
沖
縄
県
立
図
書
館
所
般
本
(
今
帰
仁
御
殿
本
)
『
組
踊
集
』
「
雪
払
』
、
兼
自
信
仰
所
蔵
本
『
雪
柳
」
。
こ
の
ニ
系
統
本

の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
よ
う
。



〔
そ
の
ニ

王
命
を
受
け
て
北
山
の
風
俗
改
め
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
伊
視
の
子
は
、
妻
の
乙
樽
(
継
母
)
と
子
ど
も
の
恩
鶴
と
亀
千
代
を
呼
ん
で
、

留
守
中
の
こ
と
を
頼
ん
で
出
発
す
る
。
し
か
し
、
乙
樽
は
思
鶴
に
雪
の
中
で
認
を
掛
け
さ
せ
た
り
、
降
り
し
き
る
雪
の
中
で
、
庭
の
雪
か

き
を
さ
せ
た
り
し
て
い
じ
め
る
。
仕
事
が
は
か
ど
ら
な
い
と
言
っ
て
、
継
母
は
思
鶴
を
叱
り
つ
け
、
着
物
{
打
掛
)
は
い
で
追
い
出
し
て

し
ま
う
。
寒
さ
で
倒
れ
て
い
る
姉
を
弟
の
他
千
代
が
見
つ
け
、
打
掛
を
着
せ
て
継
母
の
許
し
を
乞
う
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
再
び
思
鶴
は

泊
い
出
さ
れ
る
。
思
簡
は
雪
の
中
で
倒
れ
て
し
ま
う
。

北
山
か
ら
れ
叩
る
途
中
の
伊
組
の
子
は
、
海
さ
の
た
め
に
%
を
失
っ
て
倒
れ
て
い
る
思
鶴
を
見
て
驚
く
。
帰
宅
し
て
乙
怖
に
思
鶴
の
こ
と

を
聞
き
出
す
が
、
乙
怖
は
偽
り
の
返
答
を
す
る
。
そ
れ
に
立
臨
し
た
伊
祖
の
子
は
、
乙
樽
を
斬
り
殺
そ
う
と
刀
を
抜
く
が
、
子
ど
も
二
人

の
明
願
で
思
い
止
ま
る
。
乙
樽
は
改
心
を
替
っ
て
、
今
後
は
家
族
和
睦
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
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〔
そ
の
こ
〕

母
親
が
家
出
を
し
、
そ
の
後
父
親
に
死
別
し
た
幼
い
思
鶴
と
亀
千
代
の
姉
弟
は
、
継
母
に
養
育
さ
れ
る
。
継
母
は
思
鶴
に
、
雪
の
降
る

日
に
糸
繰
り
を
言
い
付
け
る
な
ど
辛
〈
当
た
り
、
と
う
と
う
雪
の
降
る
日
に
思
鶴
を
家
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。

そ
こ
へ
巡
見
官
で
あ
る
富
盛
大
主
と
山
元
比
屋
が
通
り
か
か
り
、
降
り
し
き
る
雪
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
思
鶴
を
助
け
る
。
思
鶴
の

様
子
に
不
審
を
い
だ
い
た
詰
盛
大
主
は
、
村
の
役
人
を
集
め
て
詮
議
す
る
。
村
の
役
人
か
ら
継
母
の
仕
打
ち
を
聞
い
た
富
盛
大
主
は
、
思

鶴
の
家
を
訪
ね
て
継
母
か
ら
家
・
屈
の
事
情
や
子
ど
も
の
こ
と
を
聞
き
出
す
。
富
盛
大
主
は
、
巧
み
に
嘘
を
つ
く
継
母
を
問
い
詰
め
て
、
つ

い
に
継
母
を
八
項
山
に
流
刑
す
る
と
い
う
。

そ
の
こ
と
を
聞
い
た
思
簡
と
他
千
代
は
、
継
時
に
は
思
が
あ
る
の
で
、
私
た
ち
も
一
緒
に
流
刑
し
て
く
れ
と

-M盛
大
主
に
山
中
し
あ
げ

る
。
二
人
の
心
に
い
た
く
感
動
し
た

-M盛
大
主
と
山
元
比
屈
は
、
継
母
に
子
ど
も
に
免
じ
て
今
後
は
改
心
し
、
親
子
仲
睦
ま
じ
く
持
ら
す



こ
と
を
替
わ
せ
る
。

(
イ
)
音
曲

劇
中
に
前
唱
さ
れ
て
る
音
曲
に
つ
い
て
、
場
面
ご
と
に
み
て
い
き
た
い
。

①
伊
祖
之
子
の
出
羽
。

〔
鈍
境
名
本
〕
大
主
手
事

〔
用
方
本
〕
ナ
シ

②
思
簡
の
出
羽
。

〔
民
境
名
本
〕
仲
間
節
/
朝
夕
憂
き
辛
さ
熊
れ
果
て
死
な
ぱ
死
出
が
山
越
え
て
母
よ
拝
ま
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〔
則
方
本
〕
子
瀬
ぶ
し
/
朝
夕
打
苦
し
ゃ
焦
れ
果
死
ぱ
死
出
が
山
越
て
母
よ
と
ま
い
ら

③
思
鶴
、
組
掛
の
踊
り
。

〔
興
境
名
本
〕
七
尺
節
/
我
が
胸
の
中
や
わ
く
の
糸
心
繰
り
返
し
返
し
も
の
よ
思
て

〔
用
方
本
〕
七
尺
ぷ
し
/
か
せ
よ
掛
な
づ
け
西
向
て
み
れ
ば
闘
の
浦
ど
見
よ
る
父
や
見
ら
ん

④
凪
崎
、
雪
払
い
の
踊
り
。

〔
興
境
名
本
〕
字
地
泊
節
/
垣
に
積
む
雪
も
庭
に
積
む
雪
も
払
り
わ
ん
ま
さ
て
降
ゆ
る
恨
め
し
ゃ

〔
用
方
本
〕
東
(
江
)
ぷ
し
/
松
の
雪
払
て
竹
の
雪
払
て
(
払
て
)
立
の
き
ぱ
降
が
心
気

⑤
恩
鶴
、
乙
簡
に
着
物
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
後
の
踊
り
。

〔
興
境
名
本
〕
子
守
節
/
雪
霜
や
降
ゆ
り
着
る
着
物
も
剥
が
れ
行
く
先
や
無
ら
ん
い
き
や
が
ま
た
し
ゅ
ら



〔
用
方
本
〕
ナ
シ

⑥
山
路
を
あ
て
も
な
く
歩
む
思
鶴
。

〔
員
境
名
本
〕
散
山
節
/
歩
む
道
芝
に
雪
や
降
り
増
さ
て
我
肝
暗
聞
に
な
や
り
い
き
ゅ
ん

〔
用
方
本
〕
子
持
ぷ
し
/
あ
け
や
う
此
な
ひ
に
成
果
て
行
ぱ
残
る
思
け
い
や
い
ち
ゃ
が
し
よ
ら

⑦
悲
嘆
に
く
れ
る
思
鵠
と
亀
千
代
。

〔
民
境
名
本
〕
百
名
節
/
拘
し
市
の
葉
に
出
る
誠
心
や
が
て
消
え
果
て
る
命
や
す
が

〔
川
方
本
〕
ナ
シ

⑧
思
舗
と
他
千
代
の
踊
り
。

〔
民
境
名
本
〕
干
瀬
節
/
何
の
罪
の
あ
た
ら
思
弟
と
二
人
母
に
捨
て
ら
れ
て
泣
き
よ
暮
ち
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〔
用
方
本
〕
東
(
江
}
ぷ
し
/
わ
ん
や
ち
ゃ
し
ょ
が

⑨
実
母
の
亡
霊
と
思
鶴
の
踊
り
。

〔
員
境
名
本
〕
白
鳥
節
/
彼
の
世
ま
い
る
母
の
ま
さ
さ
あ
る
や
ら
ぱ
手
取
て
引
き
た
ぽ
れ
母
の
御
側

〔
用
方
本
〕
ナ
シ

⑩
思
鶴
、
泣
き
崩
れ
る
。

〔
民
境
名
本
・
〕
東
江
節
/
ぁ
、
き
夢
ど
や
た
み

〔
川
方
本
〕
東
(
江
乏
し
/
(
ぁ
、
き
}
夢
が
や
よ
ら

⑪
伊
祖
之
子
、
思
鶴
、
供
の
道
行
。

〔
興
境
名
本
〕
本
散
山
節
/
つ
れ
な
き
ゃ
我
身
の
人
に
生
れ
と
て
親
と
子
の
道
の
人
に
変
て



〔
用
方
本
〕
ナ
シ

⑫
親
子
四
人
の
踊
り
。
入
羽
。

〔
興
境
名
本
〕
世
栄
節
/
親
子
加
那
加
那
と
民
て
行
く
心
雪
晴
れ
て
御
て
だ
拝
む
心
地

〔
用
方
本
〕

(
立
雲
節
)
/
親
子
振
合
る
け
ふ
の
嬉
し
き
ゃ
雲
晴
れ
て
御
照
だ
拝
だ
ご
と
に

使
用
す
る
音
曲
は
、
両
者
に
異
同
が
あ
る
が
、
飽
境
名
本
が
音
曲
の
数
が
多
い
。
員
境
名
本
は
十
二
曲
で
重
複
が
な
く
、
用
方
本
は
七

曲
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
束
(
江
)
ぷ

L
」
が
三
回
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
は
五
曲
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
用
方

本
は
興
境
名
本
の
使
用
音
曲
数
の
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
員
境
名
本
に
は
前
述
し
た
ト
書
き
が
あ
る
こ
と
で
、
観
客
に
と
っ
て

は
構
成
が
分
か
り
ゃ
す
〈
な
っ
て
い
る
。
由
躍
は
、
組
踊
が
若
い
人
に
ア
キ
を
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
音
曲
を
嫡
や
し
、
助
き
を
つ
け

-107-

た
り
、
舞
踊
を
振
り
付
け
た
り
し
た
新
し
い
方
法
が
的
中
し
た
の
で
あ
る
。
組
踊
を
知
り
尽
く
し
、
沖
縄
芝
居
に
も
精
通
し
て
い
た
由
康

な
ら
で
は
の
台
本
作
成
お
よ
び
演
出
で
あ
る
。

国
境
名
本
で
は
、
伊
祖
之
子
は
「
大
主
手
事
」
で
登
場
す
る
(
出
羽
}
。
手
事
は
、
組
踊
で
は
男
役
の
出
羽
・
入
羽
の
た
め
の
音
曲
で
、

女
役
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
歌
は
な
く
、
三
線
を
中
心
と
し
た
楽
器
の
み
で
演
奏
さ
れ
る
。
役
柄
に
よ
っ
て
「
按
司
手
事
」
『
大
主
手
事
」

「
若
按
司
手
事
」
の
三
種
類
が
あ
る
。
狂
言
に
は
「
狂
言
手
事
」
が
あ
る
。
手
事
は
元
来
、
地
歌
響
曲
に
お
け
る
楽
曲
部
分
名
称
と
し
て

用
い
ら
れ
、
楽
器
的
な
ま
と
ま
り
の
あ
る
閥
奏
部
分
を
い
う
。
沖
縄
で
は
、
容
が
三
線
の
伴
奏
楽
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
組
踊
に
手
事
が
油
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

員
境
名
本
は
、
選
曲
に
つ
い
て
も
ニ
錫
調
の
重
い
曲
想
の
『
干
瀬
町
」
「
東
江
節
」
「
散
山
節
」
、
さ
ら
に
二
揚
調
の
『
百
名
節
」
『
白
鳥

節
」
、
本
調
子
の
「
仲
間
節
」
「
本
散
山
節
』
に
『
子
守
節
」
「
字
地
泊
節
」
な
ど
端
節
を
挿
入
し
て
、
帰
後
を
本
調
子
の
「
世
栄
節
」
で



締
め
る
な
ど
、
曲
想
を
大
事
に
し
な
が
ら
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
羽
の
音
曲
は
倶
境
名
本
は
「
世
栄
節
』
で
あ
る
が
、
用
方
本
に
は

曲
名
が
記
さ
れ
ず
歌
詞
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
達
て
石
垣
市
字
石
垣
で
復
活
上
演
し
た
際
に
は
、
曲
名
を
毘
境
名
本
に
依
っ
て
「
世

栄
節
」
と
し
て
い
た
が
、
他
の
「
雪
払
い
」
の
幾
つ
か
の
写
本
(
台
本
)
に
は
「
立
雪
節
」
と
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
と
り
あ
え
ず

「
立
雲
節
」
と
し
た
。

二
、
宮
里
の
村
踊
り
(
豊
年
祭
)
と
組
踊

(
一
)
盟
年
祭
の
概
要

宮
里
の
村
踊
り
は
、
現
在
「
盟
年
祭
」
と
称
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
も
盟
年
祭
を
川
い
る
こ
と
と
す
る
。
古
里
の
盟
年
祭
は
、

村
部
の
守
護
神
に
対
し
て
盟
稿
、
村
人
の
他
服
、
村
落
の
弥
栄
な
ど
の
過
去
一
年
間
の
感
謝
と
、
向
こ
う
一
年
間
の
予
祝
を
祈
願
し
て
、
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毎
年
旧
暦
八
月
九
日
・
十
日
・
十
一
日
の
一
一
一
日
間
実
施
さ
れ
て
い
る
。

宮
盟
の
盟
年
祭
は
、
明
治
期
に
も
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
八
八
七
(
明
治
二

O
)
年
か
ら
一
九

O
六
(
明
治
三
九
)

年
頃
に
、
経
済
上
の
理
由
や
風
俗
改
善
等
か
ら
中
断
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
不
景
気
に
な
り
、
村
も
衰
退
し
て
い
っ
た

こ
と
か
ら
、

一
九

O
七
(
明
治
四

O
)
年
に
再
び
催
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
か
ら
一
九
四
五
(
昭
和

二
O
)
年
の
三
年
間
は
、
沖
縄
戦
に
よ
り
中
断
し
て
い
る
。

戦
後
は
復
興
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
豊
年
祭
は
一
九
四
六
(
昭
和
二
二
年
か
ら
再
び
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
六
(
昭
和
制

三
二
年
か
ら
一
九
五
八
(
昭
和
三
一
二
〉
年
の
三
年
聞
は
、
豊
年
祭
が
部
分
的
に
し
か
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
五
六
(
昭
和
三
一
)
年
に
は

『ヰ
l
ア
シ
ビ
(
回
避
び
ご
と
い
っ
て
、
舞
台
を
特
設
せ
ず
、
区
民
が
区
事
務
所
に
集
ま
っ
て
舞
踊
を
披
露
し
て
い
る
。
ヰ
l
ア
シ
ビ
と



は
、
舞
台
を
特
設
せ
ず
に
舞
踊
な
ど
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
来
の
豊
年
祭
よ
り
規
模
(
取
り
組
み
)
が
小
さ
く
な
る
。
翌
五
七
(
昭

和
三
二
)
年
に
は
九
月
に
フ
エ
イ
台
風
が
襲
来
し
、
区
事
務
所
が
倒
擁
し
た
た
め
に
五
八
(
昭
和
一
二
三
)
年
ま
で
ヰ
l
ア
シ
ビ
と
し
て
催

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
区
事
務
所
が
再
建
さ
れ
て
、
本
来
の
豊
年
祭
が
復
活
し
た
。

豊
年
祭
の
芸
能
は
、
区
事
務
所
前
の
ア
サ
ギ
庭
に
舞
台
を
特
設
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
二
(
平
成
四
)
年
以
降
は
風
雨
な

ど
の
天
候
も
考
慮
し
て
、
区
事
務
所
の
二
階
ホ
l
ル
で
演
じ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
九
一
(
平
成
三
)

年
ま
で
は
野
外
の
特
設
舞
台
で
上
演
し
て
い
た
が
、
九
一
一
(
平
成
四
)
年
以
降
は
匡
内
の
既
設
の
舞
台
で
上
演
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

(
二
)
豊
年
祭
の
踊
番
組
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宮
里
の
豊
年
祭
の
踊
番
組
を
紹
介
し
て
み
る
。

【
事
例
①
】
二

O
O四
(
平
成
十
六
)
年
の
踊
番
組

①
長
者
大
主
、
②
恩
納
節
、
③
笠
踊
、
④
辺
野
喜
師
、
⑤
四
季
口
説
、
@
白
鳥
、
⑦
上
り
口
説
、
@
初
春
の
踊
り
、

⑨
も
ど
り
か
ご
、
⑩
前
之
浜
、
⑪
鶴
亀
、
⑫
浜
千
鳥
、
⑮
む
ん
じ
ゅ
る
、
⑭
寸
劇
、
⑮
下
り
口
説
、
⑮
か
し
か
け
、
⑫
ゼ
イ
師
、

⑮
浦
島
、
⑮
松
竹
梅
、
@
組
踊
『
南
西
敵
討
」

【
事
例
②
】
二

O
O七
(
平
成
十
九
)
年
の
踊
番
組

①
長
者
大
主
、
②
恩
納
師
、
③
笠
踊
、
④
辺
野
喜
節
、
⑤
四
季
口
説
、
⑥
白
鳥
、
⑦
上
り
口
説
、
⑧
貰
花
、
⑨
前
之
浜
、

⑩
む
ん
じ
ゅ
る
、
⑪
宮
里
小
唄
、
⑫
鵠
亀
、
⑮
寸
劇
、
⑭
本
部
大
漁
節
、
⑮
下
り
口
説
、
⑮
か
し
か
け
、
⑫
ゼ
イ
踊
、
⑩
浦
島
、

⑮
松
竹
梅
、
@
組
踊
「
忠
臣
義
男
」



【
事
例
③
】
二

O
O八
(
平
成
二

O
)
年
の
踊
番
組

①
長
者
大
主
、
②
恩
納
節
、
③
笠
踊
、
④
辺
野
喜
節
、
⑤
四
季
口
説
、
⑥
白
鳥
、
⑦
上
り
口
説
、
@
前
之
浜
、
⑨
取
納
奉
行
、

⑩
む
ん
じ
ゅ
る
、
⑪
馬
山
川
、
⑫
鶴
也
、
⑬
パ

l
ラ
ン
ク
l
、
⑭
下
り
口
説
、
⑮
か
し
か
げ
、
⑮
ゼ
イ
踊
、
⑫
浦
島
、
⑮
松
竹
梅
、

⑮
組
踊
『
蝿
義
伝
」

こ
れ
ら
の
事
例
で
分
か
る
よ
う
に
、
宮
里
の
豊
年
祭
の
踊
番
組
は
、
「
長
者
の
大
主
」
で
幕
開
け
し
て
、
最
後
の
前
日
が
「
組
踊
」
で

あ
る
。
そ
の
中
に
『
恩
納
節
」
「
笠
踊
」
「
辺
野
喜
節
」
「
四
季
口
説
」
「
白
鳥
」
「
上
り
口
説
」
寸
前
之
浜
」
「
鶴
亀
」
「
下
り
口
説
」
「
む
ん

じ
ゆ
る
」
「
か
し
か
け
」
『
ゼ
イ
踊
」
「
浦
島
」
「
松
竹
梅
」
な
ど
の
演
目
が
固
定
し
て
い
る
。

(
三
)
組
踊
台
本
作
成
の
経
緯
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一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
七
月
二
九
日
、
名
護
市
宮
里
区
公
民
館
に
お
い
て
、
宮
里
区
の
豊
年
祭
お
よ
び
組
踊
に
つ
い
て
宜
保
提
泊

郎
氏
と
一
緒
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
豊
年
祭
、
特
に
組
踊
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
し
た
い
旨
を
区
長
へ
事
前
に
お
伝
え
し
て
あ

り
、
六
名
の
話
者
が
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

宮
里
区
の
組
踊
に
つ
い
て
は
、
台
本
、
衣
裳
・
小
道
具
が
沖
縄
戦
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
組
踊
伝
承
の
危
機
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
比
嘉
鹿
元
が
台
本
作
成
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
。
比
嘉
は
、
宮
里
区
の
組
踊
の
せ
り
ふ
と
歌
山
に
つ
い
て
は
覚
え
て
い

る
。
私
は
無
学
で
字
が
書
け
な
い
の
で
、
誰
か
私
が
唱
え
る
調
草
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
、
と
話
し
た
。
比
嘉
と
組
踊
の
関
わ
り
を
知
つ

て
い
る
方
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
話
者
の
一
人
は
、
慶
元
さ
ん
は
農
作
業
を
し
な
が
ら
、
い
つ
も
組
踊
の
せ
り
ふ
や
音
楽
を

口
ず
さ
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
、
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。



比
嘉
の
意
向
を
う
け
て
、
組
踊
の
師
匠
だ
っ
た
仲
村
宏
善
が
比
嘉
か
ら
聞
き
取
り
を
行
い
な
が
ら
、
岸
本
清
が
浄
書
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
組
踊
台
本
の
作
成
作
業
が
始
ま
っ
た
。
一
九
四
六
(
昭
和
二
二
年
に
「
忠
臣
義
男
』
の
台
本
が
仕
上
が
っ
た
。
順
次
、
他
の
組
踊

の
台
本
作
成
作
業
が
行
わ
れ
、
次
項
に
掲
げ
た
『
手
水
の
縁
」
を
の
ぞ
く
八
番
の
組
踊
台
本
が
仕
上
が
っ
た
。
こ
れ
ら
八
番
の
組
踊
台
本

が
作
成
さ
れ
、
整
備
が
図
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
比
嘉
の
並
は
ず
れ
た
記
憶
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
伝
承
文
芸
と
し
て
の

組
踊
台
本
が
仕
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
四
)
組
踊
台
本
の
書
誌
情
報

宮
里
区
公
民
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
組
踊
台
本
は
九
冊
(
九
番
)
で
あ
る
。
九
冊
の
書
誌
情
報
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
九
冊
と

も
保
存
状
況
は
良
好
で
あ
り
、
法
量
は
九
冊
と
も
縦
二
六
、
五
畑
、
横
一
八
、
九
四
で
あ
る
。
形
状
は
九
冊
と
も
袋
綴
と
な
っ
て
い
る
。
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な
お
、
書
誌
情
報
は
『
沖
縄
の
組
踊

(H)
』
【
詑
⑫
】
の
基
本
デ
1
タ
に
、
「
賢
母
三
選
之
巻
」
『
糸
納
敵
討
』
『
渇
孝
雪
掛
」
「
義
臣
物
語
」

の
五
番
の
〔
内
容
等
〕
に
「
紙
数
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
加
筆
し
た
。

①
『
忠
臣
義
男
」
(
ち
ゅ
う
し
ん
ぎ
ゅ
う
)

〔
本
文
の
体
裁
〕
半
葉
毎
九
行
x
一一一一

s二
四
行
。
十
一
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。

一
九
四
六
年
旧
三
月
調
整
、
と
あ

る
。
裏
表
紙
内
に
『
一
、
昭
和
四
四
年
(
一
九
六
九
年
旧
八
月
)
上
演
。
/
昭
和
四
六
年
(
一
九
七
一
年
旧
八
月
)
上
演
」
と
あ
る
。

②
「
賢
母
三
選
之
巻
」
(
け
ん
ぽ
さ
ん
せ
ん
の
ま
き
)

〔
本
文
の
体
裁
〕
半
葉
毎
九
行
x
一一六
3
二
七
行
。
十
三
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。

一
九
四
七
年
間
九
月
調
整
、
と

あ
る
。
紙
数
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
。
裏
表
紙
内
に
「
昭
和
三
七
年
旧
八
月
上
演
」
と
あ
る
。

③
「
糸
納
敵
討
」
(
い
と
な
て
き
う
ち
)



〔
本
文
の
体
設
〕
半
葉
毎
九
行
×
二
三
'E
二
凶
行
。
三
二
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
却
な
し
。

一
九
四
七
年
旧
十
月
調
整
、
と

あ
る
。
紙
数
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
。
裏
表
紙
内
に
「
昭
和
四
十
七
年
九
月
旧
八
月
上
前
」
と
あ
る
。

④
「
西
南
敵
討
』
(
せ
い
な
ん
で
き
う
ち
)

〔
本
文
の
体
貌
〕
半
葉
毎
九
行
x
十
九
t
p
二
三
行
。
二

O
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
四
八
年
七
月
調
整
、
と
あ
る
。

紙
数
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
。
裏
表
紙
内
に
『
昭
和
四
十
三
年
旧
八
月
上
演
{
一
九
六
八
年
}
。
昭
和
五
十
一
年
旧
八

月
上
演
(
一
九
七
六
年
)
」
と
あ
る
。

⑤
「
伏
山
敵
討
」
(
ふ
し
や
ま
て
き
う
ち
)

〔
本
文
の
体
裁
〕
半
葉
毎
一

O
行
x
一一一一

1
二
凶
行
。
十
七
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
四
八
年
旧
七
月
調
脚
質
、
と

あ
る
。
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⑥
「
操
義
伝
」
(
そ
う
ぎ
で
ん
)

〔
本
文
の
体
銭
〕
半
葉
毎
九
行
x
二
三

S
二
五
行
。
十
三
了
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
四
九
年
旧
八
月
調
整
、
と
あ
る
。

⑦
『
手
水
之
縁
」
(
て
み
ず
の
え
ん
)

〔
本
文
の
体
裁
〕
半
葉
毎
九
行
x
一一一一

1
二
四
行
。
十
二
了
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
五
五
年
旧
八
月
調
整
、
と
あ
る
。

⑧
『
渇
孝
雪
梯
」
(
か
つ
こ
う
ゆ
き
は
ら
い
)

〔
本
文
の
体
裁
〕
半
葉
毎
十
三
行
x
十
八
3
十
九
行
。
十
四
丁
。
〔
内
容
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
五
八
年
旧
五
月
調
整
、
と

あ
る
。
紙
数
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
。

⑨
「
義
臣
物
語
」
(
ぎ
し
ん
も
の
が
た
り
)

〔
本
文
の
体
放
〕
半
葉
毎
九
行
x
二
三
行
。
十
九
了
。
〔
内
谷
等
〕
表
紙
あ
り
。
朱
書
な
し
。
一
九
五
八
年
旧
五
月
調
整
、
と
あ
る
。
紙



教
の
一
枚
目
に
語
句
の
説
明
を
し
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
組
踊
の
な
か
で
『
糸
納
敵
討
』
と
「
手
水
の
縁
」
以
外
の
七
番
に
つ
い
て
は
、
宮
盟
区
へ
の
伝
来
が
明
ら
か
で
な
い
。
「
糸

納
敵
討
」
に
つ
い
て
は
、
『
宮
里
の
沿
革
』
に
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
【
説
⑬
】

『
糸
納
敵
討
』
は
も
と
も
と
喜
瀬
部
落
で
、

一
点
張
り
に
上
・
制
さ
れ
て
い
た
組
踊
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
凡
そ
八
十
余
年
前
の
大
正

の
頃
に
村
の
先
鵡
連
が
、
伝
馬
船
で
喜
瀬
の
村
芝
居
を
見
に
通
い
覚
え
て
、
宮
里
風
の
活
気
あ
る
組
踊
に
仕
組
ん
だ
と
、
当
時
の

方
々
が
よ
く
語
り
背
中
に
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
七
月
二
九
日
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
数
人
で
高
瀬
の
村
岡
り
を
見
に
行
っ
て
、
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「
糸
納
敵
討
』
の
役
を
ひ
と
り
ず
っ
割
り
当
て
て
、
そ
の
役
の
せ
り
ふ
を
覚
え
る
こ
と
に
し
た
。
帰
っ
て
来
て
か
ら
皆
の
党
え
た
せ
り
ふ

を
並
べ
て
栴
成
し
、
台
本
を
作
成
し
た
と
聞
い
て
い
る
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
『
手
水
の
緑
」
は
、

一
九
五
五
(
昭
和
三

O
)
年
頃
に
城
(
グ
ス
ク
二
位
⑭
】
の
山
入
端
-M松
に
台
本
を
入
手
し
、
上
前
に
際
し

て
は
玉
城
金
三
(
愛
称
・
ク
ガ
ニ
ヤ
マ

l
}
の
指
導
(
摘
出
)
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
『
手
水
の
緑
」
は
恋
愛
物
で

あ
る
た
め
に
盟
年
祭
の
演
目
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
五
五
(
昭
和
三

O
)
年
と
六
七
(
昭
和
四
一
一
)
年
に
上
油

し
た
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
『
前
孝
雪
榔
」
は
継
子
い
じ
め
の
内
容
で
あ
り
、
盟
年
祭
の
前
日
と
し
て
相
応
し
く
な
い
内
容
だ
と
い
う
こ

と
で
、
職
後
は
上
演
さ
れ
て
い
な
い
。



む
す
び
に
か
え
て

創
作
組
踊
「
雪
払
い
」
は
、
民
境
名
由
康
の
記
憶
を
頼
り
に
復
活
し
た
作
品
で
あ
り
、
由
康
は
台
本
作
成
に
あ
た
り
随
分
苦
心
し
て
い

た
、
と
初
演
に
出
演
し
た
由
康
の
娘
・
由
苗
は
語
っ
て
い
た
。
現
在
、
伝
統
組
踊
保
存
会
が
上
演
し
て
い
る
「
雪
払
い
」
は
、
由
康
の
創

作
組
踊
で
あ
る
。
由
康
の
創
作
の
意
図
は
、
記
憶
を
頼
り
に
し
て
台
本
を
作
成
し
な
が
ら
、
せ
り
ふ
を
削
除
し
た
り
新
た
に
加
え
た
り
、

舞
踊
曲
を
増
や
し
た
り
、
さ
ら
に
雪
を
降
ら
せ
る
と
い
う
写
実
的
な
演
出
を
し
て
、
組
踊
が
一
般
大
衆
に
身
近
な
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
後
、
伝
統
組
踊
保
存
会
で
は
、
由
康
が
語
っ
た
よ
う
に
「
組
踊
の
表
現
は
、
象
徴
的
な
も
の
で
写
実
性
は
少
な
い
」
演
出
の
「
雪
払

い
』
を
舞
台
に
あ
げ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
雪
払
い
』
に
は
二
つ
の
系
統
の
台
本
が
存
在
し

同
様
な
こ
と
は
、
用
方
本
に
よ
っ
て
二

O
一
一
(
平
成
二
三
)
年
七
月
に
一
二
ハ
年
ぶ
り
に
復
活
上
演
し
た
石
垣
市
字
石
庖
の
「
伊
祖
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て
い
る
。
も
う
一
方
の
台
本
の
上
演
も
伝
統
組
踊
保
存
会
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
切
望
し
た
い
。

の
子
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
伊
祖
の
子
」
の
上
演
に
つ
い
て
は
、
伝
統
組
踊
保
存
会
が
上
演
し
た
映
像
記
録
を
参
考
に

し
て
、
稽
古
を
積
み
重
ね
て
舞
台
公
演
が
実
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。

名
護
市
宮
里
区
に
お
け
る
組
踊
八
番
の
台
本
作
成
に
尽
力
さ
れ
た
比
嘉
鹿
元
と
仲
村
宏
普
に
も
計
り
知
れ
な
い
労
苦
が
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。
比
嘉
と
仲
村
が
最
初
に
作
成
し
た
台
本
は
、
一
九
四
六
(
昭
和
二
一
)
年
の
「
忠
臣
義
男
」
で
あ
る
。
展
後
の
「
義
臣
物
語
」

は
一
九
五
八
(
昭
和
一
二
三
)
年
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
の
歳
月
と
台
本
を
作
成
し
た
十
二
年
の
歳
月
に
わ
た
っ
て
、
比
嘉
の
記
憶
が
鮮
明
で

あ
っ
た
こ
と
は
ま
さ
に
驚
異
的
な
こ
と
で
あ
る
。

員
境
名
由
康
の
「
雪
払
い
」
の
台
本
と
い
い
、
比
嘉
鹿
元
の
名
護
市
宮
里
区
の
組
踊
八
番
の
台
本
と
い
い
、
い
ず
れ
も
記
憶
を
頼
り
に

作
成
さ
れ
た
。
組
踊
台
本
は
、
伝
承
文
芸
と
し
て
記
録
・
作
成
さ
れ
た
一
面
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



【註】
①
拙
稿
「
組
踊
台
本
は
如
何
に
し
て
筆
写
さ
れ
て
き
た
の
か
』
『
日
本
東
洋
文
化
論
集
疏
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
』
第
十
九
号
、
ニ

O
二
二
年
三
月
三

O

目
、
琉
球
大
学
法
文
学
部
編
集
兼
発
行
。

@
⑦
に
悶
じ
。
八

O
頁。

@
宮
良
賞
枇
(
一
八
九
三
1
一
九
六
一
二
)
は
閏
語
学
者
、
方
言
学
者
、
文
学
僧
士
。
石
寝
間
切
大
川
に
生
ま
れ
る
。
幼
少
よ
り
強
度
の
吃
音
を
患
う
が
、
訓

耐
釈
を
受
け
る
か
た
わ
ら
音
声
学
を
学
ぶ
。
上
京
し
て
苦
学
中
に
言
語
学
者
前
回
太
郎
や
金
回
二
日
合
切
に
認
め
ら
れ
、
多
く
の
学
者
の
知
過
を
得
て
、
方

言
研
究
に
没
頭
す
る
。
一
九
二
四
(
大
正
二
三
年
か
ら
柳
田
国
男
ら
の
推
腐
に
よ
っ
て
帝
国
学
士
院
よ
り
研
究
費
補
助
を
受
け
、
一
九
四
六
(
昭
和

二
一
)
年
ま
で
全
国
方
言
の
調
査
研
究
に
従
事
。
『
採
訪
南
島
語
紫
融
制
』
『
八
重
山
語
集
』
『
沖
縄
の
人
形
芝
居
』
『
八
鼠
山
古
謡
』
な
ど
の
著
書
。
晩
年

は
武
蔵
野
女
子
学
院
短
大
国
文
科
主
任
教
授
と
な
り
、
「
琉
球
文
学
公
開
土
縮
講
座
』
を
開
設
し
て
、
『
月
刊
琉
球
文
学
』
を
編
集
発
行
し
、
後
進
を
指

一115-

導
し
た
。
(
『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
下
巻
、
六

O
七
頁
}
。

④
『
月
刊
琉
球
文
学
』
第
七
号
、
一
九
六

O
(昭
和
三
五
〉
年
七
月
、
富
良
岱
枇
編
集
発
行
。
『
官
良
仲
間
社
全
集
』
第
問
所
収
、
一
九
八
O
(昭
和
五
五
)

年
五
月
二

O
目
、
第
一
書
房
発
行
、

一
六
八

1
一
七

0.員。

@
白
山
崩
は
、
宮
・
民
首
位
へ
の
私
信
で
『
雪
は
ら
い
』
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
『
雪
払
い
」
と
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
ゆ
き
は
ら
い
(
方
言

は
、
ユ
チ
バ
レ
ー
ご
と
よ
む
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
引
用
文
以
外
は
「
雪
払
い
」
の
表
記
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

@
由
践
の
四
女
由
前
(
ハ
ワ
イ
在
住
)
の
談
話
(
二

O
二
一
(
平
成
二
四
}
年
三
月
一
九
日
、
ハ
ワ
イ
・
ホ
ノ
ル
ル
に
於
い
て
聞
き
取
り
調
査
)
。
由
苗
は
『
雪

払
い
』
初
演
(
一
九
五
八
年
)
で
思
鶴
(
姉
)
役
を
演
じ
て
い
る
。

⑦
拙
稿
「
真
抽
出
名
由
威
論
序
説
」
『
紀
要
』
第
三
号
、

⑧
⑦
に
同
じ
。
十
五
3
十
六
頁
。

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
発
行
、
十
四
頁
。



⑨
一
九
七
六
(
昭
和
五
一
)
年
五
月
二
七
日
・
二
八
日
、
続
球
新
報
ホ
l
ル
に
お
い
て
俄
さ
れ
た
興
境
名
白
山
服
組
踊
会
『
組
踊
鑑
賞
会
」
小
冊
子
の
巾
康

の
「
ご
あ
い
さ
つ
」
に
よ
る
。

⑩
『
月
刊
疏
隙
文
学
』
第
七
号
・
八
号
、
一
九
六

O
(昭
如
三
五
}
年
七
月
・
八
月
、
宮
内
民
信
社
編
集
発
行
。
『
符
良
岱
枇
全
集
』
第
問
所
収
、

J

九
八

O

{
附
和
五
五
)
年
五
月
二

O
H、
第
一

m
M発
行
、
六
五
四

t
七
O
O
H。

⑪
『
鍵
境
名
山
雌
人
と
作
品
下
谷
・
作
品
制
』
一
九
九

O
(平
成
三
}
年
二
月
三
日
、
総
境
名
山
間
山
相
生
誕
一

O
O年
記
念
事
業
会
「
四
回
境
名
山
山
酬

t
人

と
作
品

1
』
刊
行
袋
民
会
側
集
・
発
行
、
三
六
三
、
二
七
五
氏
。

⑩
『
沖
純
の
組
踊

{
H
}
』
仲
細
川
附
文
化
財
調
資
制
限
告
内
第
八
ト
・
一
策
(
無
形
民
俗
文
化
財
記
録
作
成
)
、

-
九
八
三
(
附
制
六
・
・
)
年
三
川
、
沖
純
川
町
教

育
委
民
会
発
行
、
三
一
-h'」

J

・1
向。

⑩
『
沼
地
の
治
市
』
二

O
O問
(
平
成
一
六
)
年
一

O
灯
、
。
門
別
γ
リ
ア
山
崎
制
集
正
官
民
会
発
行
、
問

O
七
、
問

O
八
氏
。

⑩
城
{
グ
ス
ク
)
は
名
櫛
削
減
に
住
ん
で
い
た
区
民
が
近
代
に
な
っ
て
名
獲
掛
川
の
沿
即
沿
い
に
移
住
し
た
村
で
、
近
年
に
な
っ
て
隣
り
村
の
火
線
久
と
と
も
に

北
部
の
中
心
街
と
な
っ
た
地
域
で
あ
る
。
(
『
名
鹿
市
史
本
編
・

8
芸
能
』
二

O
一
二
{
平
成
二
問
)
年
五
月
一
五
日
、
名
湿
市
史
編
さ
ん
委
員
会
発
行
、

一
八
到
。
}
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