
《
は
じ
め
に
》  

本
日
は
黒
田
人
形
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。  

こ
の
公
演
を
と
お
し
て
「
黒
田
人
形
」
を
多
く
の
方
に
知
って
い
た
だ
き
、

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
方
が
増
え
、
今
後
も
舞
台
に
足
を
運
ん
で
い

た
だ
け
た
ら
、
ま
た
、
是
非
に
自
分
も
演
って
み
た
い
と
い
う
方
が
現
れ
て

加
入
し
て
も
ら
え
た
ら
。
応
援
し
て
も
ら
え
た
ら
・
・
・
。 

 
こ
の
公
演
を
き
っか
け
に
、
皆
様
と
の
和
を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で

す
。
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っく
り
ご
鑑
賞
下
さ
い
。 

  

寿
式
三
番
叟 《

あ
ら
ま
し
》  

能
の｢

翁｣

は
、
儀
式
曲
と
し
て
一
日
の
能
組
の
最
初
に
行
わ
れ
、
舞
台
を

清
め
る
意
味
を
持
って
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
義
太
夫
に
直
し
人
形
浄
瑠
璃
に

取
り
入
れ
た
も
の
が
本
曲
で
す
。 

 
各
地
に
残
る
三
番
叟
は
、
天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
儀
式
と
し
て

伝
承
し
て
お
り
、
人
形
浄
瑠
璃
の
成
立
以
前
か
ら
あ
る
も
の
、
ま
た
は
能
を

写
し
た
も
の
な
ど
そ
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。 

  

下
黒
田
諏
訪
神
社
の
明
神
講
記
録
に
よ
る
と
、
天
明
年
間
に
中
淡
路
の

国
か
ら
吉
田
重
三
郎
と
い
う
人
形
遣
い
が
来
て
、
黒
田
の
人
々
に
人
形
を
教

え
、
文
政
四
年
に
亡
く
な
った
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
黒
田
の
寿
式
三
番
叟

は
こ
の
重
三
郎
が
伝
授
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
って
、
淡
路
の
三

番
叟
の
形
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。  

神
社
の
御
神
楽
と
し
て
続
け
て
き
た
人
形
は
、
奉
納
上
演
の
始
め
に
舞
台

中
央
に
そ
な
え
つ
け
ら
れ
、
お
神
酒
を
供
え
塩
ば
ら
い
に
よ
り
清
め
ら
れ
た

後
舞
い
始
め
ま
す
。
笛
、
小
鼓
、
口
上
、
人
形
遣
い
の
十
余
人
程
度
の
編
成

に
、
三
味
線
を
加
え
て
行
い
ま
す
。
「
お
お
さ
い
え
、
お
お
さ
い
え
、
喜
び
あ

り
、
喜
び
あ
り
、
こ
の
喜
び
を
、
我
が
こ
の
と
こ
ろ
よ
り
、
外
へ
は
や
ら
じ
と
思

う
」と
謡
い
な
が
ら
、
一
回
り
舞
い
ま
す
。
こ
の
あ
と
、
笛
、
鼓
、
三
味
線
、
拍

子
木
に
合
わ
せ
、
鶴
の
え
さ
取
り
の
様
、
笑
い
を
取
る
チ
ャ
リ
等
の
舞
を
入
れ

納
め
ま
す
。 

   

観
音
霊
験
記 
沢
市
内
よ
り
壺
坂
寺
の
段  

《
解
説
》 

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
月
大
阪
大
江
橋
席
初
演
。
作
者
不

詳
。
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
記
の
内
の
一
段
。
段
毎
に
作
者
が
異
な

る
。
明
治
期
の
作
品
で
今
日
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
少
な
い
中
の
優

作
と
伝
わ
る
。 

夫
婦
愛
と
観
音
霊
験
を
織
り
交
ぜ
観
客
の
涙
を
さ
そ
う
が
、
終
り

は
霊
験
に
よ
り
、
め
で
た
し
め
で
た
し
。 

 
《
あ
ら
す
じ
》 

 
 

壺
坂
寺
の
麓
に
住
む
座
頭
の
沢
市
は
盲
人
で
あ
る
。
そ
の
妻

の
お
里
は
、
ま
め
ま
め
し
く
夫
を
助
け
、
家
事
を
し
な
が
ら
賃



仕
事
に
精
を
出
し
て
、
細
々
と
暮
ら
し
て
い
る
が
、
沢
市
の
心

は
浮
か
ず
、
遂
に
た
ま
り
兼
ね
て
お
里
を
詰
問
す
る
。 

 

夫
婦
に
な
っ
て
丸
三
年
。
毎
晩
七
ッ
時
か
ら
先
の
夜
中
に
、

寝
床
に
い
た
事
が
な
い
、
お
れ
が
盲
人
で 

そ
の
う
え
庖
癒
の

醜
い
顔
が
気
に
入
ら
ず
、
外
に
男
が
出
来
た
の
な
ら
さ
っ
ぱ
り

と
打
ち
明
け
て
く
れ
と
、
詰
問
す
る
。 

 

夫
の
意
外
の
一
言
に
お
里
は
驚
い
た
が
、
そ
れ
は
お
前
の
目

を
直
さ
ん
為
に
、
夜
中
に
観
音
様
へ
祈
願
参
り
を
し
て
い
る
の

だ
と
打
ち
明
け
る
。
す
る
と
、
沢
市
は
盲
目
の
ひ
が
み
か
ら
貞

節
な
妻
を
疑
っ
た
事
を
泣
い
て
詫
び
る
。 

 

お
里
の
す
す
め
に
よ
り
二
人
は
観
音
様
へ
祈
願
に
行
く
。 

山
頂
に
着
い
て
お
参
り
を
す
る
と
、
沢
市
は
、
俺
は
こ
れ
か

ら
こ
こ
で
三
日
間
断
食
を
す
る
か
ら
、
お
前
は
家
へ
帰
っ
て
片

付
け
等
を
し
て
来
て
く
れ
と
言
う
。
お
里
は
険
し
い
山
の
上
に

盲
人
を
一
人
で
置
い
て
行
く
の
が
気
に
掛
か
る
が
、
山
を
下
り

て
家
へ
帰
る
。 

後
に
残
っ
た
沢
市
は
、
自
分
が
居
な
け
れ
ば
お
里
も
幸
福
に

な
れ
る
、
と
考
え
て
自
殺
を
決
心
し
て
、
枝
を
巌
頭
に
置
い
て

巌
頭
か
ら
投
身
自
殺
を
し
て
し
ま
う
。 

や
が
て
、
気
ぜ
わ
し
く
山
頂
に
戻
っ
て
来
た
お
里
は
、
沢
市

が
居
な
い
の
で
狂
乱
し
た
様
に
探
し
廻
り
、
巌
頭
で
沢
市
の
杖

を
見
つ
け
た
り
沢
市
の
死
骸
を
谷
底
に
見
つ
け
た
。 

お
里
は
歎
き
悲
し
み
、
共
に
死
の
う
と
決
心
し
沢
市
の
死
骸

が
見
え
る
谷
間
へ
後
を
追
い
身
投
げ
を
し
て
し
ま
う
。 

 

時
は
過
ぎ
て
朝
明
け
時 

空
に
観
音
様
が
現
れ
て 

二
人

の
正
気
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
り
、
二
人
と
も
に
身
に
か
す
り

傷
さ
え
無
く 

そ
の
上 

沢
市
の
目
が
明
い
た
の
だ
。 

二
人
は
喜
び
合
っ
て
観
音
様
の
御
救
い
だ
と
感
謝
す
る
。 

 

《
み
ど
こ
ろ
》 

○
お
里
が
帰
っ
た
後
、
死
を
決
意
し
、
こ
れ
が
別
れ
と
お
里
に 

わ
び
る
沢
市
。 

○
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
沢
市
を
探
し
廻
っ
て 

谷
間
に
沢
市
の
死
骸
を
見
つ
け
た
お
里
の
歎
き
。 

 
【
配 

役
】 

 

宵
祭
り 

 
 

 
 

 

本
祭
り 

太 

夫 

髙
田
正
男 

 

太 

夫 

髙
田
正
男 

 

 

三
味
線 

牧
内
美
恵 

 

三
味
線 

牧
内
美
恵 

 

口 

上 

中
村
啓
一 

 

人
形
遣
い(

担
当
者
に
変
更
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す)

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
前
段
） 

 

（
後
段
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

足 
 

竹
内 

稔 
 

木
下
憲
明 

 

沢
市 

 
 

 

主 
 

井
坪
正
和 

 

清
水
謙
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

左 
 

木
下
武
人 

 

北
原
尚
明 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
宵
祭
り
） 

（
本
祭
り
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

足 
 

渡
邉
日
和 

 

井
坪
司
朗 

 

お
里 

 
 

 

主 
 

北
原 

綾 
 

井
坪
真
佐
美 

 
 

 
 

 
 

 
 

左 
 

北
原
桃
子 

 

井
上
清
枝 



 
生
写
朝
顔
日
記 
宿
屋
よ
り
大
井
川
の
段 （

高
陵
中
学
校
黒
田
人
形
部
の
上
演 
本
祭
り
の
み
）  

近
松
徳
叟
の
生
写
朝
顔
が
原
作
で
、
そ
れ
が
読
本
、
歌
舞
伎
、

操
等
に
作
ら
れ
た
。
黒
田
で
行
う
も
の
は
、
天
保
三
年
（
一
八

三
二
）
大
坂
竹
本
座
で
作
ら
れ
た
も
の
。 

 

《
あ
ら
す
じ
》 

 

東
海
道
島
田
宿
の
え
び
す
や
徳
右
エ
門
方
に
泊
ま
っ
た
駒
沢

次
郎
左
エ
門
は
、
衝
立
の
張
り
ま
ぜ
に
自
分
の
歌
が
あ
る
の
に

不
審
を
持
ち
、
亭
主
に
聞
く
と
、
中
国
辺
の
歴
々
の
娘
で
尋
ね

人
を
探
し
て
苦
労
す
る
う
ち
目
を
泣
き
つ
ぶ
し
あ
の
歌
を
歌
っ

て
袖
乞
い
し
て
い
る
者
と
の
こ
と
。
駒
沢
が
呼
ん
で
歌
を
歌
わ

せ
事
情
を
聞
い
て
み
る
と
、
秋
月
弓
之
助
の
娘
深
雪
で
宮
城
阿

曽
次
郎
（
駒
沢
の
名
前
）
を
恋
い
慕
っ
て
探
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。 

 

翌
朝
出
立
の
時
、
駒
沢
は
昨
夜
の
女
に
こ
れ
を
渡
し
て
く
れ

と
三
品
の
物
を
徳
右
エ
門
に
渡
し
た
。
大
枚
の
金
子
と
扇
と
目

薬
で
、
こ
の
目
薬
は
唐
伝
来
の
秘
薬
で
、
甲
子
の
男
の
生
血
で

飲
め
ば
如
何
な
る
眼
病
も
忽
ち
治
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
駒
沢

が
出
立
し
て
間
も
な
く
深
雪
（
朝
顔
と
い
う
）
が
来
た
の
で
、

徳
右
エ
門
は
三
品
を
渡
し
た
。
こ
の
扇
に
何
か
書
い
て
あ
り
ま

せ
ん
か
と
朝
顔
が
訊
く
。
見
る
と
朝
顔
の
歌
が
あ
っ
て
、
宮
城

阿
曽
次
郎
こ
と
駒
沢
次
郎
左
エ
門
と
あ
る
。
聞
く
よ
り
朝
顔
は
、

知
ら
な
ん
だ
、
知
ら
な
ん
だ
、
道
理
で
声
が
似
て
い
る
と
思
っ

た
と
後
を
追
う
。 

 

折
か
ら
雷
鳴
り
轟
く
大
雨
と
な
っ
た
が
、
朝
顔
は
止
め
る
を

聞
か
ず
走
っ
た
。
大
井
川
の
端
へ
来
る
と
、
俄
か
の
大
水
で
川

止
め
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
悲
し
み
の
あ
ま
り
石
を
袂
に
川
へ

身
を
投
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
徳
右
エ
門
が
一
人
の

男
を
連
れ
て
駆
け
つ
け
、
朝
顔
を
抱
き
と
め
る
。
こ
れ
が
秋
月

弓
之
助
の
下
郎
関
助
で
、
こ
の
男
か
ら
徳
右
エ
門
は
朝
顔
が
秋

月
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
く
。
と
い
う
の
は
徳
右
エ
門

は
元
、
古
部
三
郎
兵
衛
と
い
い
、
秋
月
弓
之
助
に
命
を
助
け
ら

れ
た
者
。 

 

訳
を
知
っ
た
徳
右
エ
門
は
、
深
雪
様
へ
の
御
土
産
と
言
い
つ

つ
己
が
腹
へ
短
刀
突
き
立
て
る
。
驚
く
人
々
に
、
某
は
甲
子
の

男
な
れ
ば
、
こ
の
血
を
も
っ
て
目
薬
を
飲
め
と
勧
め
、
朝
顔
の

眼
は
忽
ち
治
る
。 

 
《
み
ど
こ
ろ
》 ○

琴
を
弾
く
朝
顔 

○
駒
沢
の
前
で
身
の
上
話
を
す
る
朝
顔 

○
大
井
川
の
岸
に
立
っ
て
嘆
き
悲
し
む
朝
顔 

      



【
配 

役
】 

 

前
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

後
半 

 
 

太 
夫 

渋
谷
穂
乃
夏 

 

太 

夫 

奥
田
有
莉 

 
 

三
味
線 

萩
本
新
平 

 
 

三
味
線 

渋
谷
穂
乃
夏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

萩
本
新
平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

口 

上 

太
田
隼
世 

 
 

 
 

 
 

人
形
遣
い 

 

澁
谷
穂
乃
夏 

 
 

 
 

河
越
あ
か
り 

 
 

 
 

 

岩
崎 

隼 
 

 
 

 
 

後
藤
美
有 

 

井
田
桃
花 

 
 

 
 

 

山
田
瑞
樹 

 

鋤
柄
陽
南 

 
 

 
 

 

奥
田
有
莉 

 

高
原
早
輝 

 
 

 
 

 

鈴
木
真
彩 

 

木
村
友
香
理 

 
 

 
 

平
澤
彩
音 

 

萩
本
新
平 

 
 

 
 

 

平
栗
瑠
奈 

 

太
田
隼
世 

 
 

 
 

 

平
田
怜
蘭 

 

北
原
海
都 

 
 

 
 

 

櫻
井
百
恵 

  

玉
藻
前
旭
袂 

道
春
館
乃
段 

［
解 

説
］ 

 

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
月 

大
阪
豊
竹
座
初
演 

 
 

《
あ
ら
す
じ
》 

 

 
 

右
大
臣
道み

ち

春は
る

の
妻
萩は

ぎ

の
方
は
清
水
坂
で
雌
龍
の
鍬
形
を
添
え

た
捨
子
を
拾
い
、

桂
か
つ
ら

姫ひ
め

と
名
付
け
る
。
う
ち
、
や
が
て
実
子
が

生
ま
れ
、
初
花
姫
と
名
づ
け
蝶
よ
花
よ
と
愛
育
し
て
い
た
。
悪
人

の
薄
雲
王
子
は
桂
姫
の
美
し
さ
に
心
を
寄
せ
、
王
子
の
も
と
に
姫

を
差
し
出
す
よ
う
に
と
し
き
り
に
催
促
す
る
。
今
日
も
家
来
鷲
塚

わ
し
づ
か

金き
ん

藤と
う

治ぢ

を
使
い
と
し
て
、
右
大
臣
家
に
伝
わ
る
重
宝
師
子
王
の
刀

を
差
し
出
す
か
、
さ
な
く
ば
桂
姫
の
首
打
っ
て
出
せ
と
の
厳
命
で

あ
っ
た
。
師
子
王
の
刀
は
何
者
か
に
盗
ま
れ
て
詮
議
中
で
あ
る
か

ら
暫
く
待
っ
て
く
れ
と
頼
む
が
金
藤
治
は
そ
れ
な
ら
桂
姫
の
首

を
渡
せ
と
迫
る
。
桂
姫
は
神
か
ら
授
か
る
大
事
な
娘
で
殺
す
こ
と

は
出
来
ぬ
か
ら
妹
初
花
姫
を
身
代
り
に
と
哀
願
す
る
が
、
そ
れ
も

聞
き
入
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
二
人
に
双
六
の
勝
負
を
さ
せ
て
敗
け

た
方
の
首
を
取
っ
て
く
れ
と
頼
む
。
陰
で
立
ち
聞
い
た
二
人
の
娘

は
互
い
に
勝
ち
を
譲
ろ
う
と
必
死
に
な
る
が
、
や
が
て
桂
姫
の
勝

ち
と
な
る
。
勝
負
は
見
え
た
、
初
花
覚
悟
と
金
藤
治
の
太
刀
は
一

閃
。
桂
姫
の
首
は
落
ち
た
。
う
ろ
た
え
た
か
金
藤
治 

た
ば
か
ら

れ
た
が
口
惜
し
い
と
萩
の
方
は
長
刀
と
っ
て
金
藤
治
に
斬
り
か

か
る
。
采
女
乃

う

ね

め

の

助す
け

も
飛
ん
で
出
て
金
藤
治
を
し
と
め
る
。
苦
し
い

息
の
下
で
金
藤
治
の
物
語
る
に
は
、
清
水
坂
に
娘
を
捨
て
た
の
も

浪
々
の
身
の
苦
し
さ
か
ら
し
た
自
分
で
あ
る
。
師
子
王
の
刀
を
盗

ん
で
来
た
ら
取
り
立
て
て
や
る
と
王
子
に
云
わ
れ
て
盗
ん
だ
の

も
自
分
で
あ
る
。
娘
の
為
に
大
恩
あ
る
お
家
の
初
花
姫
の
御
首
に

何
で
刃
が
あ
て
ら
れ
よ
う
と
前
非
を
悔
い
る
ざ
ん
げ
話
。 

 

 

《
み
ど
こ
ろ
》 

○
桂
姫
を
助
け
ん
と
必
死
に
哀
願
す
る
萩
の
方 



○
互
い
に
勝
ち
を
譲
ろ
う
と
す
る
娘
た
ち
の
様
子
に
は
ら
は
ら

見
入
る
萩
の
方 

○
前
非
を
悔
い
て 

て
て
じ
や
わ
い
と
娘
の
首
に
呼
び
か
け
て

男
泣
き
の
金
藤
治 

 

  

【
配 

役
】 

 

太 

夫 

井
坪
司
朗 

口 
上 

北
原
章
好 

 

三
味
線 

竹
内
博
恵 

柝 
 

 

中
村
啓
一 

 
 

人
形
遣
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

足 

清
水
謙
一 

 

鷲
塚
金
藤
治 

 
 

 

主 

北
原
章
好 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左 

井
坪
正
和 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

足 

渡
辺
日
和 

 

萩
の
方 

 
 

 

主 

北
原 

綾 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左 

井
坪 

昭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

足 

井
坪
真
佐
美 

 

桂
姫 

 
 

 
 

主 

井
上
清
枝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左 

木
下
武
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

足 

木
下
憲
明 

 

初
花
姫 

 
 

 

主 

北
原
桃
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左 

北
原
尚
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

足 

井
上
清
枝 

 

采
女
乃
助 

 
 

主 

竹
内 

稔 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

左 

木
下
武
人 

 

《
黒
田
人
形
豆
知
識
》 

◎
人
形
の
遣
い
手
と
そ
の
役
割 

①
「
黒
田
人
形
」
は
、
一
つ
の
人
形
を
三
人
で
動
か
す
「
三 

人

遣
い
」
で
す
。 

主
遣
い
（
し
ん
） 

左
遣
い
（
さ
し
） 

足
遣
い
（
あ
し
） 

②
黒
衣
（
く
ろ
こ
） 

出
遣
い
・
・
・
今
の
文
楽 

黒 

衣
・
・
・
黒
田
の
よ
う
に
黒
い
衣
装
で
全
身
を
隠
し
ま

す
。 

③
人
形
の
動
き 

・
「
て
」
や
「
か
た
」
と
い
っ
て
定
め
た
動
か
し
方
が
あ
り

ま
す
。 

・
歩
き
方
も
男
（
た
ち
）
と
女
（
が
た
）
で
は
違
っ
た
決
ま

り
が
あ
り
ま
す
。 

④
人
形
の
遣
い
方 

三
人
遣
い
は
人
形
芝
居
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
享
保
十
九

年
に
竹
本
座
で
初
め
て
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
人
遣
い
は
主
遣
い
、
左
遣
い
、
足
遣
い
の
三
人
で
一
個
の

人
形
を
遣
い
ま
す
。 

 
 
 
 

・
主
遣
い 主

遣
い
は
人
形
の
衣
装
の
背
中
に
あ
る
穴
か
ら
左
手

を
入
れ
て
、
首
の
し
た
に
続
く
胴
串
を
持
っ
て
人
形
の
姿

勢
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
胴
串
へ
は
人
形
の
重
量
の
大
部



分
が
か
か
っ
て
く
る
の
で
、
鎧
武
者
や
大
き
な
人
形
の
場

合
は
、
支
え
る
だ
け
で
も
か
な
り
重
く
大
変
で
す
。 

手
が
疲
れ
る
と
人
形
の
姿
勢
が
崩
れ
や
す
く
な
り
ま

す
が
、
そ
こ
を
こ
ら
え
て
姿
勢
を
保
た
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
上
で
人
形
の
上
半
身
と
頭
の
動
き
一
切
を
左

手
で
操
り
、
右
手
は
人
形
の
衣
装
の
右
袖
の
中
へ
入
れ
て

右
手
を
遣
い
、
と
き
に
は
、
息
竹
と
い
う
竹
を
握
っ
て
人

形
が
大
き
く
肩
で
息
を
す
る
表
現
も
し
ま
す
。
文
字
通
り

主
遣
い
は
三
人
の
う
ち
の
主
役
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

・
左
遣
い 

右
手
で
人
形
の
左
手
を
操
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
主

遣
い
や
足
遣
い
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
、
左
手
の
肘
に

長
い
棒
（
差
し
金
）
が
付
い
て
い
て
、
そ
の
棒
を
右
手
に

持
っ
て
遣
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
す
。 

 
 
  
 

・
足
遣
い 

人
形
の
か
か
と
の
後
ろ
に
取
り
付
け
て
あ
る
半
円
形

の
差
し
金
を
持
っ
て
足
を
動
か
し
ま
す
。
但
し
、
女
の
人

形
は
特
別
な
も
の
以
外
に
足
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、

足
遣
い
は
長
い
衣
装
の
裾
を
持
っ
て
足
の
動
き
を
表
現

し
ま
す
。 

足
遣
い
は
陰
の
役
者
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
人
形
を

活
か
し
て
い
く
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
役
に
よ
っ
て
は
足
遣
い
に
一
番
熟
練
の
遣
い
手
が
ま

わ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

 

◎
人
形
の
構
造
と
各
名
称 

①
人
形
の
構
造(

一)
 

・
頭
、
胴
の
上
半
身
、
手
、
足
か
ら
出
来
て
い
ま
す
が
、
一

体
構
造
の
作
り
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ひ
も
で
結
ん
で
あ
る

だ
け
で
す
。 

・
女
の
人
形
に
足
は
な
く
、
裾
な
ど
で
そ
の
様
子
に
見
せ
ま

す
。 

 
 

人
形
の
構
造
図 

                 



②
人
形
の
構
造(

二)
 

衣
装
を
脱
い
だ
人
形
を
見
る
と
、
頭
と
肩
板
と
胴
輪
と
手
足
だ

け
の
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
楕
円
形
の
肩
板
は
、
肩
幅
と
胸

の
厚
み
を
出
す
板
で
、
そ
の
中
央
の
孔
へ
胴
串
を
通
し
て
頭
を
支

え
ま
す
。 

胴
輪
は
竹
の
輪
で
、
人
形
の
腰
の
丸
み
を
だ
す
も
の
、
胴
は
肩

板
と
胴
輪
と
の
間
を
つ
な
ぐ
布
で
出
来
て
い
ま
す
。 

手
は
肩
板
の
左
右
両
端
か
ら
麻
紐
で
つ
る
し
ま
す
。
足
も
同
様
に

胴
輪
か
ら
つ
る
し
て
あ
り
ま
す
。 

胴
は
普
通
の
も
の
は
裂
胴
と
い
っ
て
布
で
す
が
、
特
殊
な
場
合

に
丸
胴
と
い
う
張
子
の
胴
も
使
い
ま
す
。 

女
の
人
形
は
足
が
な
く
胴
輪
か
ら
小
さ
な
布
団
を
つ
る
し
ま
す
。

こ
れ
を
ボ
ン
ボ
ラ
と
い
い
座
っ
た
と
き
に
膝
の
形
を
整
え
る
為

に
使
い
ま
す
。 

男
の
人
形
に
は
肩
板
に
細
い
棒
が
取
り
付
け
て
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
息
所
と
い
い
、
人
形
が
大
き
な
息
を
す
る
と
き
、
こ
の
棒
で

肩
板
を
突
き
上
げ
て
大
き
な
息
を
表
現
し
ま
す
。 

   

黒
田
人
形
浄
瑠
璃
の
歴
史 

《
発 

祥
》 

黒
田
で
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
に
、
村
に
い
た

僧
侶
が
「
隣
家
の
壮
年
に
義
太
夫
三
味
線
人
形
の
芸
を
教
え
、
衆
人

集
ま
っ
て
こ
れ
を
習
い
、
道
具
も
追
い
追
い
買
い
求
め
、
自
然
と
村

中
携
わ
る
様
に
な
り
、
産
土
の
境
内
に
六
間
に
三
間
半
の
舞
台
を
新

築
し
て
、
例
祭
に
御
神
楽
の
替
わ
り
と
し
て
人
形
を
以
て
興
行
し
祭

祀
い
た
す
事
に
同
意
し
…
」
と
言
う
明
神
講
の
文
書
記
録
が
あ
り
、

そ
の
頃
に
は
既
に
人
形
浄
瑠
璃
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。 

元
禄
年
間
の
そ
の
後
に
黒
田
へ
淡
路
か
ら
来
た
旅
芸
人
達
が
、
教

え
て
く
れ
て
芸
が
本
格
的
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
黒
田
に
住
み
着
い

た
芸
人
が
い
て
、
そ
の
人
々
の
墓
も
下
黒
田
の
太
念
寺
な
ど
に
あ
り

ま
す
。 

淡
路
で
は
、
室
町
時
代
の
末
期
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
浄
瑠

璃
に
よ
る
現
在
の
よ
う
な
人
形
芝
居
が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
前

は
首
か
け
式
の
も
の
で
し
た
。 

さ
ら
に
百
年
程
経
っ
た
元
禄
の
頃
、
大
阪
の
竹
本
義
太
夫
な
ど
有

力
太
夫
が
多
く
で
て
、
内
容
的
に
も
飛
躍
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
不
景
気
や
衰
退
も
あ
っ
て
、
淡
路
を
本
拠
地
に
し
て
全

国
へ
巡
業
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
巡
業
に
出
た
そ
の
先
で
指
導
も
し

て
、
そ
の
地
域
に
と
ど
ま
り
、
墓
を
残
し
た
人
も
多
数
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
（
前
述
の
黒
田
の
墓
も
そ
の
一
例
）
文
楽
は
、
幕
末

の
頃
、
淡
路
出
身
の
植
村
文
楽
軒
が
興
し
た
も
の
で
す
。 

近
代
、
淡
路
で
は
市
町
村
長
が
保
存
運
動
を
展
開
し
、
淡
路
一
市

十
町
が
母
体
に
な
っ
て
「
財
団
法
人 

淡
路
人
形
協
会
」
を
設
立
し
、

そ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
「
大
橋
鳴
戸
記
念
館
」
に
常
設
の
淡
路
人

形
浄
瑠
璃
館
を
直
営
し
て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
は
年
中
無
休
で
公
演
し
て
い
ま
す
。
（
座
員
の
身
分
は
町

の
職
員
） 

 



《
黒
田
の
歴
史
》 

◆ 
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
に
黒
田
の
正
命
庵
に
い

た
正
岳
真
海
と
い
う
僧
侶
が
人
形
浄
瑠
璃
を
教
え
て
い
た
前
述

の
明
神
講
記
録
が
あ
る
。
（
よ
っ
て
三
百
余
年
の
歴
史
に
な
る
） 

◆ 

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
に
な
っ
て
、
六
間×

三

間
半
の
舞
台
を
下
黒
田
の
神
社
境
内
に
新
築
。 

◆ 

そ
の
後
三
十
年
経
た
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
一
七
八
八
）
に
、

淡
路
か
ら
吉
田
重
三
郎
が
来
た
。
氏
は
「
道
薫
坊
伝
記
」
を
も
持

参
し
感
嘆
さ
せ
る
芸
も
あ
り
、
懇
願
さ
れ
て
定
住
し
指
導
。
（
氏

は
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
没
。
黒
田
の
太
念
寺
に
墓
） 

◆ 

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
桐
竹
門
三
と
吉
田
亀
造
が
同
じ
頃
に

大
阪
か
ら
黒
田
へ
来
て
定
住
し
指
導
。
（
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

と
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
各
々
没
、
太
念
寺
に
墓
） 

◆ 

同
十
年
（
一
八
三
九
）
、
築
後
九
十
年
経
た
旧
舞
台
取
り
壊
し
。 

◆ 

同
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
、
８
間×

４
間
の
総
二
階
建
て
の
現

舞
台
を
建
築
。
（
こ
の
舞
台
が
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
、

国
の
重
要
民
俗
資
料
と
し
て
「
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
」
指
定
を

受
け
る
。
） 

◆ 

同
年
十
月
、
幕
府
か
ら
、
市
中
で
女
浄
瑠
璃
や
人
形
な
ど
の
見

物
人
を
集
め
る
こ
と
の
禁
止
令
が
出
た
。 

◆ 

同
十
二
年
（
一
八
四
一
）
神
社
祭
礼
に
芝
居
見
世
物
を
禁
ず
る

条
項
の
あ
る
「
天
保
の
改
革
令
」
が
で
た
。 

◆ 

同
十
三
年
（
一
八
四
二
）
八
月 

黒
田
の
人
々
は
禁
止
令
の
下

を
隠
れ
て
人
形
に
よ
る
祭
礼
を
行
い
、
飯
田
藩
の
手
入
れ
を
受
け

城
内
に
引
き
立
て
ら
れ
、
以
後
は
人
形
禁
止
を
き
つ
く
受
け
た
。 

◆ 

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
九
月 

黒
田
人
形
の
禁
が
解
か
れ
以

前
に
も
増
し
て
盛
大
に
な
っ
た
。 

◆ 

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
文
楽
座
に
い
た
吉
田
金
吾
が
、
宮
田

村
に
定
住
し
、
毎
年
一
月
に
は
黒
田
に
一
ヶ
月
も
滞
在
し
て
教
え

た
り
、
黒
田
人
形
と
し
て
初
め
て
の
興
行
を
自
ら
座
頭
と
な
っ
て

黒
田
人
形
を
引
き
連
れ
、
飯
田
の
松
尾
町
の
琴
水
亭
と
い
う
寄
席

で
十
日
間
興
行
し
、
連
日
満
員
の
盛
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
浄
瑠

璃
や
人
形
彫
刻
に
も
優
れ
、
彼
の
作
に
な
る
頭
が
多
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。 

◆ 

明
治
時
代 

ま
だ
ま
だ
多
難
の
道
が
続
き
、
地
方
末
端
官
員
の

頭
は
幕
府
時
代
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
「
百
姓
を
す
る
者
が
そ
ん

な
ま
ね
ご
と
を
す
る
と
風
俗
を
乱
し
稼
業
の
農
事
を
怠
る
か
ら
、

決
し
て
し
な
い
様
に
村
役
人
は
若
者
を
説
諭
せ
よ
」
と
達
し
書
き

が
あ
り
、
神
社
祭
礼
の
上
演
に
も
許
可
を
も
ら
い
警
察
へ
届
を
出

す
と
共
に
出
張
警
察
官
席
を
設
け
監
視
の
下
で
上
演
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

こ
の
た
め
に
、
伊
那
谷
に
も
数
多
く
あ
っ
た
人
形
は
明
治
二
十

年
以
前
に
殆
ど
滅
び
て
し
ま
っ
た
。 

ま
た
明
治
三
十
年
以
降
の
地
芝
居
の
大
流
行
で
人
形
は
省
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

◆ 

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
黒
田
人
形
保
存
会
を
結
成
。 

◆ 

同
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
、
舞
台
が
国
の
重
要
民
俗
資
料
と

し
て
「
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
」
指
定
を
受
け
る
。
古
さ
、
壮
大

さ
、
本
格
さ
が
日
本
一
と
の
評
。 

◆ 
同
五
十
年
（
一
九
七
五
）
人
形
が
国
の
民
俗
芸
能
の
部
・
無
形

文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
。 

◆ 

平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
黒
田
人
形
の
伝
承
の
た
め
の
施
設
を
、



下
黒
田
神
社
境
内
隣
接
地
に
飯
田
市
が
新
築
し
た
。
名
称
「
黒
田

人
形
浄
瑠
璃
伝
承
館
」
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
先
人
た
ち
が
度
重
な
る
危
機
を
乗
り
切
っ
て
今
日

ま
で
永
々
と
継
承
し
て
き
た
礎
が
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
全
国
に
も
誇

り
得
る
、
こ
の
郷
土
文
化
伝
統
芸
能
「
黒
田
人
形
浄
瑠
璃
」
の
現
在

が
あ
る
。 

  


