
水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

︱
竹
田
か
ら
く
り
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱

山

田

和

人

は
じ
め
に

歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
演
出
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
︑
絵
尽
し
や

絵
番
付
の
記
述
は
有
力
な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
絵
尽
し
や
絵
番
付
の
場
合
︑

図
中
に
記
さ
れ
た
画
中
詞
に
よ
っ
て
︑
演
技
・
演
出
が
把
握
で
き
る
場
合
が
あ

る
︒
実
際
に
大
き
な
舞
台
転
換
を
行
う
場
合
︑
舞
台
の
背
景
や
舞
台
の
装
置
を

ど
の
よ
う
に
移
動
・
変
化
さ
せ
た
の
か
︑
そ
の
実
態
を
と
ら
え
る
記
述
は
必
ず

し
も
多
く
は
な
い
︒
演
技
の
見
せ
場
を
中
心
に
描
か
れ
る
た
め
に
︑
場
面
が
転

換
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
記
す
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑

歌
舞
伎
の
場
合
は
︑
台
帳
の
本
文
︑
ト
書
き
の
な
か
に
道
具
類
に
関
す
る
記
述

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
が
︑
人
形
浄
瑠
璃
に
関
す
る
絵
尽
し
や
絵
番
付

の
場
合
︑
そ
う
し
た
記
述
を
あ
ま
り
多
く
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
挿
絵
の

中
に
具
体
的
な
舞
台
演
出
に
関
す
る
記
述
が
︑
少
な
い
な
が
ら
も
見
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
舞
台
演
出
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
資
料
を
探
索
す
る
こ

と
は
演
劇
研
究
と
し
て
行
う
べ
き
作
業
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
調
査
範
囲
を
で

き
る
だ
け
広
範
囲
に
設
定
し
て
︑
具
体
的
な
記
述
を
伴
う
資
料
を
調
査
・
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
︒

か
つ
︑
舞
台
演
出
の
中
で
も
︑
古
浄
瑠
璃
や
近
松
浄
瑠
璃
の
挿
絵
類
で
し
ば

し
ば
目
に
す
る
本
水
を
使
用
し
た
水
か
ら
く
り
の
舞
台
は
注
目
さ
れ
る
︒
こ
れ

が
は
た
し
て
本
水
を
使
用
し
た
も
の
な
の
か
︑
あ
る
い
は
波
幕
な
ど
で
演
出
さ

れ
た
の
か
も
含
め
て
︑
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
挿
絵
類
に
は

﹁
水
か
ら
く
り
﹂
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
本
水
を
使
用
し
た

か
ら
く
り
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
で
は
︑
い
か
に
し
て
本
水
を
使
用
し

た
舞
台
演
出
・
転
換
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
︑
こ
れ
は
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
演

出
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
﹃
絵
本
あ
つ
め
草
﹄
所
収
の

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
〇
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竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
し
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
く
り
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
を

取
り
上
げ
︑
本
水
を
使
用
し
た
舞
台
演
出
・
転
換
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の

か
︑
そ
の
実
態
を
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
い
︒
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
か
ら
く
り

は
本
水
を
使
用
し
た
パ
ノ
ラ
マ
型
の
大
か
ら
く
り
で
あ
り
︑
名
所
︑
旧
蹟
な
ど

を
舞
台
上
に
詳
細
に
飾
り
︑
各
種
の
か
ら
く
り
を
組
み
合
わ
せ
て
︑
当
地
の
景

物
や
景
観
を
見
せ
た
︒
何
よ
り
本
絵
尽
し
に
は
舞
台
転
換
の
方
法
に
関
す
る
注

記
が
図
中
に
適
切
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
し
の
中
で
も
︑

こ
う
し
た
舞
台
転
換
の
方
法
に
つ
い
て
注
記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
︒
そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
舞
台
転
換
の
方
法
が

歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
に
お
い
て
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し

て
く
れ
る
︒
な
お
︑
本
水
を
使
用
し
た
淀
川
の
曳
船
の
か
ら
く
り
は
他
の
竹
田

か
ら
く
り
に
も
見
出
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
竹
田
か
ら
く
り
絵
尽
し
﹃
京
登
曳
船
道
中
記
﹄
で
あ
る
︒
そ
こ
に
所
収
さ

れ
て
い
る
﹁
京
登
曳
船
道
中
﹂
は
二
丁
分
に
わ
た
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
︑
具
体
的
な
記
述
・
本
文
を
適
宜
引
用
し
て
︑
参
考
資
料
と
し
て
提
示
す
る

こ
と
に
す
る
︒

書
誌

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
﹁
絵
本
集
め
草
﹂︵
一
八
一
︱
六
四
︶
所
収
︒

半
紙
本
︒
丁
数
三
丁
︒
表
紙
欠
︒

上
演
内
容
は
︑
以
下
の
狂
言
と
か
ら
く
り
で
あ
る
︒

子
供
き
や
う
げ
ん

｢
物
ぐ
さ
太
郎
﹂
二
ノ
口
・
三
ノ
口
︑﹁
本
朝
三
国
志
﹂

三
段
目
︑
お
ど
け
狂
言
﹁
福
神
曽
我
﹂︑﹁
風
流
石
橋
﹂
︑﹁
忠
臣
蔵
﹂
七
段
目
︑

﹁
錦
帯
橋
﹂
ぜ
ん
き
や
う
や
か
た
の
段
︒
︵
一
ウ
・
二
オ
︶

狂
言
が
最
初
に
二
番
︑
お
ど
け
狂
言
﹁
福
神
曽
我
﹂
と
踊
り
﹁
風
流
石
橋
﹂

を
間
に
挟
ん
で
︑
そ
の
後
狂
言
二
番
が
上
演
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

か
ら
く
り

｢
八
幡
宮
本
記

新
大
か
ら
く
り
﹂︵
二
ウ
・
三
オ
︶﹁
御
前
掛

寿
扇

大
か
ら
く
り
﹂
︵
式
三
番

前
お
ど
り
乗
初
風
流

(か
ら
く
り
︶
難
波

女

八
挺
鉦
︶
︵
三
ウ
︶
﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
し
ん
か
ら
く
り
﹂
︵
四
オ
︶

右
記
の
よ
う
に
狂
言
が
六
演
目
︑
か
ら
く
り
が
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
と
﹁
御
前

掛
寿
扇
﹂
の
な
か
の
﹁
難
波
女
﹂
﹁
八
挺
鉦
﹂︑
﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
﹂
の
四
種

で
あ
る
︒﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
に
つ
い
て
は
本
稿
で
詳
述
す
る
︒﹁
御
前
掛
寿
扇
﹂

は
︑﹁
式
三
番
﹂
と
﹁
前
お
ど
り
乗
初
風
流
﹂︑
か
ら
く
り
﹁
難
波
女
﹂
﹁
八
挺

鉦
﹂
を
上
演
し
︑
そ
れ
ら
を
包
括
的
に
と
り
ま
と
め
た
演
目
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
子
供
狂
言
と
し
て
﹁
式
三
番
﹂
︑
前
踊
り
と
し
て
﹁
乗
初
風
流
﹂
が
演
じ

ら
れ
︑
続
け
て
前
か
ら
く
り
﹁
難
波
女
﹂
と
﹁
八
挺
鉦
﹂
が
演
じ
ら
れ
た
︒
最

後
に
大
か
ら
く
り
と
し
て
﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
﹂
の
本
水
か
ら
く
り
で
お
開
き

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ち
な
み
に
﹁
難
波
女
﹂
と
﹁
八
挺
鉦
﹂
は
竹
田
か
ら
く
り
と
し
て
︑
し
ば
し

ば
上
演
さ
れ
て
い
る
︒﹁
難
波
女
﹂
は
﹁
う
た
に
あ
わ
せ
さ
ま
〴
〵
の
布
さ
ら

す
か
ら
く
り
﹂
で
あ
り
︑﹁
八
挺
鉦
﹂
は
﹁
し
や
う
ご
の
お
と
ニ
か
ん
お
つ
の

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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御前掛寿扇御前掛寿扇御前掛寿扇御前掛寿扇御前掛寿扇

う
ち
わ
け

の
ち
お
ふ
ぎ
を
も
ろ
て
に
つ
か
ひ

さ
ま
〳
〵
と
は
た
ら
く
ひ
や

う
し
も
の
か
ら
く
り
﹂
で
あ
り
︑
前
者
は
布
さ
ら
し
の
人
形
︑
後
者
は
八
挺
鉦

を
叩
く
拍
子
物
の
か
ら
く
り
で
あ
る
︒
人
形
の
傍
ら
に
口
上
人
が
﹁
口
上
い
ふ

て
い
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
︒

本
絵
尽
し
は
﹃
歌
舞
伎
絵
尽
し
年
表
﹄
に
よ
れ
ば
︑
享
保
年
間
～
宝
暦
前
半

に
か
け
て
の
上
演
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
本
年
表
で
は
︑
残
念
な
が

ら
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
の
外
題
が
抜
け
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
検
索
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒
基
本
情
報
と
し
て
追
加
し
て
お
き
た
い
︒

一

｢八
幡
宮
本
記
﹂
は
︑
三
場
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
石
清
水
八
幡
宮
の
由

来
に
関
す
る
か
ら
く
り
︑
網
島
か
ら
八
幡
ま
で
の
景
を
あ
ら
わ
す
か
ら
く
り
︑

八
幡
山
の
景
と
放
生
会
の
か
ら
く
り
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
演
出
さ

れ
た
の
か
︑
こ
の
三
場
面
の
舞
台
演
出
・
転
換
が
い
か
に
行
わ
れ
た
の
か
︑
具

体
的
に
探
っ
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
最
初
は
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
由
来
に
か
か
わ
る
か
ら
く
り
で
あ
る
︵
一

〇
八
頁
図
参
照
︶︒

八
ま
ん
の
神

梅
の
ゑ
た
を
つ
た
ひ

う
さ
よ
り

八
は
た
へ
と
ひ
給
ふ
て
い

つ
り
竹
を
つ
た
ふ
か
ら
く
り

し
ん
く
う
こ
う
く
う
の

人
き
や
う
よ
ろ
ひ
と
な
る

新
か
ら
く
り

大
て
き

い
わ
よ
り
水
ふ
き
上
る
か
ら
く
り

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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た
け
う
ち
の
し
ん

と
り
ゐ
と
成
か
ら
く
り

八
幡
神
が
梅
の
枝
か
ら
吊
り
竹
に
乗
り
移
っ
て
宇
佐
か
ら
石
清
水
へ
と
遷
座

す
る
と
こ
ろ
を
か
ら
く
り
人
形
の
所
作
で
表
し
て
い
る
︒
宇
佐
神
宮
か
ら
勧
請

さ
れ
た
の
が
石
清
水
八
幡
宮
︵
男
山
八
幡
宮
︶
で
あ
り
︑
八
幡
神
の
示
現
を
象

徴
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
か
ら
く
り
の
種
類
で
い
え
ば
︑
離
れ
か
ら
く
り
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
神
の
一
柱
が
神
宮
皇
后
で
あ
る

こ
と
も
関
連
し
て
︑
神
功
皇
后
の
奇
瑞
を
岩
か
ら
清
水
が
噴
き
上
が
る
か
ら
く

り
や
皇
后
の
姿
が
鎧
へ
と
変
じ
る
か
ら
く
り
︑
さ
ら
に
神
功
皇
后
を
助
け
る
武

内
宿
禰
が
鳥
居
に
変
じ
る
か
ら
く
り
も
︑
と
も
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ち
な
み

に
石
清
水
八
幡
宮
の
一
の
鳥
居
は
風
格
の
あ
る
立
派
な
趣
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
離
れ
か
ら
く
り
や
変
身
型
の
か
ら
く
り
が
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
霊
験
・
奇
瑞

を
表
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
八
幡
神
の
離
れ
か
ら
く
り
が
第
一
の
見
せ
場
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
こ
れ
が
最
初
に
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

お
そ
ら
く
︑
八
幡
神
の
か
ら
く
り
︑
神
功
皇
后
の
か
ら
く
り
︑
武
内
宿
禰
の
か

ら
く
り
と
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
八
幡
神
の
か
ら

く
り
が
最
後
に
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︒

二

八
幡
神
の
か
ら
く
り
か
ら
舞
台
転
換
し
て
︑
京
街
道
︑
大
坂
網
島
よ
り
八
幡

へ
の
道
の
り
の
景
物
︑
景
観
を
描
く
パ
ノ
ラ
マ
型
の
か
ら
く
り
へ
と
転
換
し
て

い
く
︒
こ
の
舞
台
転
換
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
︒

此
所
ふ
す
ま
は
上
へ
あ
が
り

ふ
た
い
を
う
し
ろ
へ
ひ
き

一
め
ん
の
本
水
ニ

て

あ
み
島
八
は
た
に
て
の
け
い
し
よ
く
と
成

大
か
ら
く
り

つ
ま
り
︑
第
一
の
か
ら
く
り
で
使
用
し
た
背
景
は
舞
台
の
上
に
引
き
上
げ
ら

れ
︑
舞
台
の
床
を
後
方
へ
引
く
と
︑
一
面
に
本
水
を
使
用
し
た
舞
台
が
現
れ
る
︒

お
そ
ら
く
水
船
︵
水
槽
︶
で
︑
実
際
の
水
を
使
っ
た
水
上
の
か
ら
く
り
が
演
じ

ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
第
一
の
か
ら
く
り
の
背
景
が
釣
り
上
げ
ら
れ
︑
舞
台
を

引
く
と
連
続
し
て
︑
ス
ピ
ー
デ
ィ
か
つ
円
滑
に
水
槽
を
使
っ
た
京
街
道
の
景
観

を
パ
ノ
ラ
マ
風
に
展
開
さ
せ
た
︒
あ
ら
か
じ
め
水
槽
の
舞
台
が
設
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
大
が
か
り
な
舞
台
転
換
が
す
で
に
宝
暦
前
半
ま
で

に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
竹
田
か
ら
く
り
が
こ
う

し
た
舞
台
転
換
を
手
際
よ
く
行
う
方
法
を
す
で
に
使
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
こ

う
し
た
舞
台
転
換
の
技
術
と
方
法
は
本
水
を
使
用
し
た
舞
台
演
出
で
は
以
前
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
た
か
︑
そ
の
基
盤
と
な
る
技
術
と
方
法
が
す
で
に
開
発
・
運

用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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八
幡
宮
本
記

八
幡
宮
本
記

八
幡
宮
本
記

八
幡
宮
本
記

八
幡
宮
本
記
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か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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三

舞
台
転
換
後
の
︑
か
ら
く
り
を
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
︒

京
か
い
道

あ
み
し
ま
よ
り

八
は
た
ま
で
の

け
い
し
よ
く
の

か
ら
く
り

当
時
︑
京
街
道
は
京
橋
か
ら
淀
を
経
て
京
都
に
向
か
う
街
道
で
あ
り
︑
こ
の

か
ら
く
り
で
は
︑
網
島
か
ら
八
幡
ま
で
の
景
を
本
水
を
使
っ
た
舞
台
と
し
て

次
々
と
パ
ノ
ラ
マ
風
に
見
せ
た
︒
ま
ず
︑
網
島
の
様
子
か
ら
始
ま
る
︒

あ
み
し
ま

り
や
う
り

ち
や
や
の

さ
し
き
の

て
い

け
い
こ

お
と
り

ほ
う
し
三
み
せ
ん

ひ
く

き
や
く
さ
け
ニ

ゑ
ふ
て
い

中
ゐ

か
い
ほ
う

す
る

こ
こ
で
は
︑
網
島
の
料
理
茶
屋
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
座
敷
で
は
︑
客

の
前
で
芸
妓
が
踊
り
︑
法
師
が
三
味
線
で
伴
奏
を
す
る
︒
客
が
酒
に
酔
っ
て
い

る
の
を
庭
で
仲
居
が
寄
り
添
っ
て
介
抱
す
る
様
子
な
ど
が
小
さ
い
か
ら
く
り
人

形
で
演
じ
ら
れ
る
︒

当
時
の
網
島
の
景
観
と
風
情
を
﹃
澱
川
両
岸
勝
景
図
絵
﹄
上
之
巻
の
﹁
網

島
﹂
条
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う①

︒

網
島

桜
の
宮
よ
り
堤
づ
た
ひ
の
川
下
な
り

漁
家
つ
ら
な
り
て
鮮
魚
を
多
く

市
に
出
す

又
鮒
卯
生
洲
な
ど
よ
び
貨
食
家
あ
り
て
風
流
な
る
餐
堂
を
立
つ
ら

ね

前
に
は
網
舟
遊
山
舟
上
り
下
り
の
伏
見
船
を
手
の
下
に
な
が
め

春
の
霞

ひ
き
そ
む
る
比
よ
り
夏
の
夕
の
河
風
に
蛍
と
び
こ
ふ
光
景

水
に
浮
め
る
望
月

に
生
駒
山
の
雪
げ
し
き
な
ど
四
時
と
も
に
一
興
あ
り
て
た
の
し
み
多
き
地
方
に

こ
そ

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
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ま
た
︑﹃
澱
川
両
岸
一
覧
﹄
に
も
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る②

︒

網
島

(割
書
︶
備
前
島
の
東
ニ
つ
ゞ
く
網
島
町
と
い
ふ

此
地
は
淀
川
の
側
な
る
ゆ
へ

前
に
は
淀
川
の
流
れ
潔
く
浪
花
の
通
船
釣
船
網

船
遊
山
の
楼
船
終
日
往
来
し

東
に
は
河
内
大
和
の
山
々
見
わ
た
り
て
瞻
望
こ

と
に
絶
景
な
り

さ
る
程
に
富
家
の
別
宅
雅
人
の
閑
居
風
流
の
貨
食
家
等
あ
り

て
頗
る
遊
楽
の
雅
地
な
り

原
来
此
辺
は
漁
家
多
く
常
に
軒
端
に
網
を
干
す
に

よ
り
し
て
網
島
と
号
け
し
な
る
べ
し

こ
の
よ
う
に
当
時
︑
網
島
は
淀
川
べ
り
で
遊
山
船
や
伏
見
船
な
ど
が
上
り
下

り
し
︑
四
季
折
々
の
景
色
を
楽
し
め
た
︒
そ
こ
に
は
富
家
の
別
宅
︑
風
雅
を
好

む
人
士
の
閑
居
︑
風
流
な
料
理
屋
が
軒
を
並
べ
て
い
た
︒
こ
の
か
ら
く
り
で
は
︑

そ
う
し
た
景
観
や
風
情
を
舞
台
上
に
再
現
し
︑
か
ら
く
り
人
形
で
演
じ
て
見
せ

た
︒ち

な
み
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
竹
田
か
ら
く
り
絵
尽
し
﹃
京
登
曳
船
道

中
記
﹄
に
所
収
さ
れ
て
い
る
﹁
京
登
曳
船
道
中
記
﹂
に
は
︑
網
島
の
風
景
を
次

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
︒

あ
み
じ
ま
の
ち
や
屋
に
て

す
ゞ
め
お
ど
り
を
お
ど
る
か
ら
く
り

ざ
と
う
し
や
み
せ
ん
ひ
く
か
ら
く
り

あ
み
じ
ま
を
こ
ゝ
に
り
や
く
す

こ
れ
も
川
辺
に
あ
る
網
島
の
料
理
茶
屋
に
お
け
る
宴
席
の
様
子
を
描
い
て
お

り
︑
座
頭
の
三
味
線
で
雀
踊
り
を
踊
ら
せ
て
い
る
︒
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
ほ
ど
詳

細
で
は
な
い
が
︑
こ
れ
と
同
工
の
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
当
時

の
網
島
の
景
観
や
風
情
が
推
測
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
京
登
曳
船
道
中
記
﹂
は

﹁
大
坂
八
け
ん
や
よ
り
京
大
仏
ま
で
の
け
し
き
の
か
ら
く
り
﹂
で
あ
り
︑
大
坂

の
八
軒
屋
か
ら
三
十
石
船
で
上
っ
て
い
く
途
中
で
︑
網
島
の
川
辺
の
茶
屋
の
景

色
を
描
い
て
い
る
︒
同
じ
曳
船
の
趣
向
を
盛
り
込
ん
で
お
り
︑
八
軒
屋
か
ら
出

帆
し
て
最
初
に
目
に
つ
く
代
表
的
な
風
景
が
網
島
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
八

幡
宮
本
記
﹂
の
網
島
の
景
も
こ
う
し
た
名
所
を
舞
台
上
に
再
現
し
︑
本
水
か
ら

く
り
と
結
び
つ
い
た
水
辺
の
茶
屋
遊
び
を
典
型
化
し
て
見
せ
た
︒

四

さ
ら
に
淀
川
を
三
十
石
船
で
上
っ
て
い
く
曳
船
の
様
子
が
小
人
形
の
か
ら
く

り
で
演
じ
ら
れ
る
︒
小
人
形
の
水
主
た
ち
が
淀
川
の
岸
を
曳
い
て
い
く
︒
煮
売

り
の
船
が
物
売
り
の
た
め
に
寄
っ
て
く
る
︒
当
時
は
︑
く
ら
わ
ん
か
船
と
も
称

さ
れ
た
︒
な
お
︑
三
十
石
船
は
淀
川
の
両
岸
の
い
ず
れ
か
を
水
主
た
ち
が
曳
い

て
上
っ
て
お
り
︑
本
図
で
は
︑
淀
川
の
右
岸
を
曳
い
て
お
り
︑
左
岸
の
在
所
の

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
曳
か
れ
て
い
く
船
の
動
き
に
応
じ
て
農
村
風
景
が

次
々
と
展
開
し
︑
糸
つ
む
ぎ
︑
布
織
り
︑
砧
を
打
ち
︑
唐
棹
を
打
っ
た
り
千
歯

扱
き
で
稲
を
梳
い
た
り
︑
様
々
な
農
作
業
や
仕
事
を
す
る
在
所
の
暮
ら
し
ぶ
り

の
様
子
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
︒
三
十
石
船
の
曳
船
の
上
り
船
を
曳
く
風
景
と
在

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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所
の
農
村
の
仕
事
の
実
景
を
盛
り
込
ん
で
一
場
面
を
構
成
し
た
︒
淀
川
の
曳
船

の
趣
向
は
︑
当
時
の
竹
田
か
ら
く
り
の
人
気
の
演
目
で
も
あ
っ
た
︒
前
述
し
た

﹁
京
登
曳
船
道
中
記
﹂
に
も
同
様
の
趣
向
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
以
下
に

﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
の
本
文
を
記
す
︒

よ
ど
川
す
ぢ
の

在
所
の
□
□
□

い
と
つ
む
き

ぬ
の
お
り

う
ち
も
の

か
ら
さ
ほ

い
ね
を
こ
く

古
今
の
大
か
ら
く
り

川
ふ
ね

水
の

う
へ
を
は
し
る

小
人
形

ふ
ね
を
ひ
く

に
う
り
ち
や
ふ
ね

い
ろ
〳
〵

小
人
形
の

は
た
ら
く

う
ち
も
の
ゝ
て
い

い
と
つ
む
く
て
い

﹁
京
登
曳
船
道
中
記
﹂
に
も
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
︒

せ
ん
ど
う
ふ
ね
を
ひ
く
か
ら
く
り

せ
ん
ど
う
た
ば
こ
を
の
む
か
ら
く
り

三
十
石
の
ぼ
り
ふ
ね
の
か
ら
く
り

ふ
ね
よ
り
の
り
あ
い

く
が
の
人
に
わ
る
く
ち
い
ふ

ご
ざ
ふ
ね
の
内
に
て
ぎ
お
ん
ば
や
し
の
か
ら
く
り

き
や
く
け
ん
を
す
る
か
ら
く
り

ふ
ね
さ
す
か
ら
く
り

人
ぎ
や
う
さ
ま
〴
〵
は
た
ら
く

淀
川
に
浮
か
ぶ
三
十
石
船
と
船
遊
山
の
御
座
船
が
描
か
れ
︑
三
十
石
船
を
四
人

の
水
主
が
曳
き
上
げ
︑
船
頭
は
煙
草
を
吹
か
し
︑
乗
船
客
が
岸
行
く
旅
人
と
悪

口
を
言
う
様
子
︑
御
座
船
で
は
祇
園
囃
子
を
奏
し
︑
客
が
拳
相
撲
を
し
︑
船
頭

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
一
一



は
川
面
に
棹
を
さ
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
船
上
の
小
人
形
の
か
ら
く
り
が
細
か
な
所
作

を
見
せ
た
︒﹁
京
登
曳
船
道
中
記
﹂
で
は
さ
ら
に
曳
船
の
光
景
が
続
く
︒

ふ
ね
を
あ
さ
せ
へ
の
り

せ
ん
ど
う
川
へ
お
り
ふ
ね
を
お
し
だ
し
又
ふ
ね
へ
の
る
か
ら
く
り

な
ら
ち
や
め
し
う
る
か
ら
く
り

子
に
し
ゝ
を
や
る
か
ら
く
り

あ
め
を
し
の
ぐ
か
ら
く
り

あ
め
を
ふ
ら
す
か
ら
く
り

の
ぼ
り
ふ
ね

り
う
こ
し
や
に
て
水
を
く
り
あ
げ
る
か
ら
く
り

こ
め
を
ふ
む
か
ら
く
り

わ
た
を
つ
む
ぐ
か
ら
く
り

人
き
や
う
い
ね
を
こ
く
か
ら
く
り

か
ら
さ
ほ
打
か
ら
く
り

せ
ん
だ
く
物
う
つ
か
ら
く
り

く
ず
や
の
内
は
た
を
お
る
か
ら
く
り

お
か
の
け
し
き
さ
ま
〴
〵
と
か
は
る
か
ら
く
り

さ
ら
に
曳
船
は
︑
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
︑
船
頭
が
降
り
て
船
を
押
し
出
し
︑
ま

た
乗
り
込
む
と
こ
ろ
が
演
じ
ら
れ
る
︒
船
上
の
客
の
様
子
や
奈
良
茶
飯
を
売
る

煮
売
り
船
が
寄
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
曳
船
が
上
る
に
つ
れ
て
︑

竜
骨
車
で
水
を
汲
み
上
げ
︑
綿
を
紡
ぎ
︑
稲
を
千
歯
扱
き
で
梳
き
︑
唐
棹
で
脱

穀
し
︑
洗
濯
物
を
砧
で
打
ち
︑
機
を
織
る
等
の
農
村
風
景
が
次
々
と
か
ら
く
り

で
演
じ
ら
れ
た
︒
こ
う
し
た
農
村
風
景
の
か
ら
く
り
は
︑﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
と

同
様
の
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
淀
川
の
両
岸
の
景
を
小
人
形
の
か
ら
く
り
演
出
で
見
せ
た
が
︑

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
場
面
が
本
水
を
用
い
た
舞
台

演
出
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
農
村
風
景
で
も
船
上
で
も
小
人
形
に
よ
っ

て
演
技
・
演
出
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
船
上
の
場
合
に
は
水
中
の
操
線
戯
に
よ
っ

て
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
あ
ら
か
じ
め
水
中
に
仕
掛

け
て
お
い
た
糸
に
沿
っ
て
船
が
動
作
す
る
と
と
も
に
進
行
に
応
じ
て
小
人
形
に

仕
掛
け
ら
れ
た
糸
を
操
っ
て
動
作
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ

船
と
船
上
の
人
形
を
遠
隔
操
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
仕
掛
け
を

水
槽
の
中
に
仕
組
ん
で
上
演
し
た
の
だ
ろ
う
︒
三
十
石
船
と
そ
れ
か
ら
見
え
る

景
物
・
景
観
を
再
現
す
る
た
め
に
は
本
水
か
ら
く
り
に
よ
る
舞
台
演
出
が
不
可

欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
水
を
遣
わ
ず
に
波
幕
で
舞
台
演
出
を
し
た
と
は
考
え

が
た
い
︒

五

こ
こ
か
ら
次
に
石
清
水
八
幡
宮
の
か
ら
く
り
に
舞
台
転
換
し
て
い
く
こ
と
に

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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な
る
が
︑
お
そ
ら
く
︑
前
場
面
で
あ
る
八
幡
宮
の
由
来
に
関
す
る
か
ら
く
り
か

ら
の
転
換
と
同
様
に
︑
水
船
︵
水
槽
︶
の
舞
台
の
上
に
本
舞
台
が
引
き
だ
さ
れ
︑

そ
こ
で
八
幡
宮
の
か
ら
く
り
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
ら
か
じ

め
本
舞
台
の
背
後
に
八
幡
山
の
風
景
が
大
飾
り
と
し
て
設
え
ら
れ
て
お
り
︑
口

上
人
が
そ
の
景
観
の
説
明
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
寺
社
の
景
観
そ
の
も
の
を
大
飾
り
と
し
て
か
ら
く
り
の
舞
台
に
設

え
る
舞
台
構
成
と
演
出
は
︑
竹
田
か
ら
く
り
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
︒
具

体
例
を
あ
げ
れ
ば
︑﹁
身
延
山
恵
方
伝
記
﹂
に
お
け
る
身
延
山
の
景
︑﹁
放
下
僧

五
色
歌
車
﹂
の
京
の
名
所
︑﹁
四
天
王
寺
伽
藍
姿
﹂
に
お
け
る
四
天
王
寺
の
伽

藍
の
景
な
ど
︑
名
所
旧
蹟
︑
神
社
仏
閣
の
由
来
︑
景
物
︑
景
観
を
舞
台
上
に
大

飾
り
と
し
て
客
に
見
せ
た③

︒

こ
の
舞
台
転
換
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

此
所
ぶ
た
い
の
む
か
ふ
と
り
は
な
し

八
わ
た
山
ほ
う
ぜ
う
ゑ
御
わ
た
り
の
け
い

大
が
ら
く
り
古
今
の
見
事
〳
〵

大
で
き
大
か
ざ
り

八
わ
た
山
の
風
け
い

こ
こ
で
は
︑
こ
の
記
述
の
﹁
此
所
ぶ
た
い
の
む
か
ふ
と
り
は
な
し
﹂
を
ど
う

解
釈
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
文
章
は
︑
波
形
の
界
線
で
区
切
ら
れ
て
お

り
︑
そ
の
界
線
の
﹁
向
こ
う
﹂
と
解
す
る
な
ら
ば
︑
八
幡
宮
の
大
飾
り
を
取
り

離
し
︑
放
生
会
の
お
渡
り
神
事
の
か
ら
く
り
へ
と
舞
台
転
換
し
た
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
︑﹁
向
こ
う
﹂
を
淀
川
の
両
岸
の
景
の
か
ら
く
り
舞
台
と
す
れ
ば
︑
そ
れ

か
ら
八
幡
宮
の
か
ら
く
り
全
体
へ
の
舞
台
転
換
を
示
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
︑
﹁
此
所
﹂
と
い
う
記
述
で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
先
に
触
れ
た

よ
う
に
︑
八
幡
宮
の
大
飾
り
の
口
上
の
後
︑
放
生
会
の
か
ら
く
り
に
転
換
し
た

こ
と
を
示
す
た
め
に
︑
界
線
の
中
に
も
画
中
詞
に
も
﹁
此
所
﹂
と
繰
り
返
し
表

現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
が
︑
本
稿
で
は
前
者
と

解
し
て
お
き
た
い
︒

此
所
山
よ
り
ほ
う
ぜ
う
ゑ
の

お
わ
た
り
人
形
下
る
て
い

さ
ん
け
い
の
人
形

さ
く
ら

さ
く

人
き
や
う
ゆ
た
て
の

か
ら
く
り

放
生
会
の
お
渡
り
人
形
が
下
る
場
面
を
﹁
大
が
ら
く
り
古
今
の
見
事
〳
〵
大
で

き
大
か
ざ
り
﹂
と
評
し
て
お
り
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
著
名
な
放
生
会
の
お
渡
り

神
事
を
か
ら
く
り
で
見
せ
た
︒
﹁
お
わ
た
り
人
形
く
だ
る
て
い
﹂
と
あ
り
︑
深

夜
に
出
発
し
て
下
っ
て
く
る
大
行
列
の
お
渡
り
神
事
を
盛
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
演

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
一
三



出
し
た
︒
図
中
に
は
先
導
す
る
神
人
の
人
形
が
三
体
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
︑

大
行
列
が
八
幡
宮
か
ら
下
っ
て
く
る
か
ら
く
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
室
町
期
の

記
録
に
よ
れ
ば
︑
外
院
︵
お
下
り
︶
の
行
列
の
人
数
は
︑
二
百
四
十
人
余
で
あ

っ
た④

︒
こ
れ
ほ
ど
の
人
数
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
︑
神
輿
を

含
め
て
大
行
列
が
下
っ
て
く
る
光
景
を
舞
台
上
に
再
現
し
て
見
せ
た
の
だ
ろ
う
︒

図
中
に
は
︑
参
詣
人
の
人
形
の
姿
も
見
え
る
︒

界
線
に
記
さ
れ
た
﹁
ぶ
た
い
の
む
か
ふ
と
り
は
な
し
﹂
と
い
う
文
章
も
︑
八

幡
山
の
景
色
を
後
退
さ
せ
て
︑
そ
の
代
わ
り
に
お
渡
り
行
列
の
か
ら
く
り
に
転

換
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
︑
八
幡
山
の
景
を
背
後
に
置
い
て
︑
そ
こ
か
ら
下
っ

て
く
る
行
列
の
遠
景
と
し
て
舞
台
上
に
残
し
︑
下
っ
て
き
た
一
行
を
眼
前
に
見

せ
た
と
考
え
る
方
が
演
技
・
演
出
と
し
て
は
自
然
か
も
し
れ
な
い
︒
想
像
を
逞

し
く
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
方
が
﹁
大
が
ら
く
り
﹂﹁
大
か
ざ
り
﹂

の
評
言
の
指
す
と
こ
ろ
が
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
は
︑
八
幡
神
の
霊
験
・
奇
瑞
︑
網
島
の
景
か

ら
淀
川
の
曳
船
と
在
所
の
景
︑
八
幡
山
と
八
幡
宮
放
生
会
の
景
と
三
場
面
で
構

成
さ
れ
た
か
ら
く
り
芝
居
で
あ
っ
た
︒

六

｢八
幡
宮
本
記
﹂
で
は
︑
ふ
た
つ
の
大
が
か
り
な
舞
台
転
換
が
行
わ
れ
た
︒

ひ
と
つ
は
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
由
来
の
か
ら
く
り
か
ら
︑
本
水
か
ら
く
り
を
使

っ
た
京
街
道
の
か
ら
く
り
へ
の
転
換
だ
っ
た
︒
こ
の
場
合
は
︑
か
ら
く
り
の
背

景
を
天
井
に
吊
り
上
げ
︑
舞
台
の
床
を
後
方
に
引
く
と
一
面
本
水
を
使
っ
た
か

ら
く
り
の
場
面
に
転
換
す
る
仕
掛
け
だ
っ
た
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑
こ
の
本
水
か

ら
く
り
か
ら
八
幡
山
と
石
清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
の
お
渡
り
神
事
の
か
ら
く
り

へ
の
転
換
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
確
定
で
き
な
い
が
︑
ひ
と
つ
目
の
転
換
を
逆
に

し
て
︑
八
幡
山
の
景
の
か
ら
く
り
舞
台
が
後
方
か
ら
引
き
だ
さ
れ
︑
そ
の
後
︑

八
幡
山
の
舞
台
装
置
を
後
退
さ
せ
︑
放
生
会
の
お
渡
り
神
事
の
行
列
を
か
ら
く

り
人
形
で
演
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
も
に
︑
大
が
か
り
な
舞
台
転
換

の
技
術
と
方
法
を
駆
使
し
て
︑
次
々
と
か
ら
く
り
の
演
技
・
演
出
を
盛
り
込
ん

だ
か
ら
く
り
芝
居
と
も
呼
ぶ
べ
き
舞
台
構
成
に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
淀
川
の

両
岸
の
景
と
曳
船
の
上
り
船
の
景
や
八
幡
山
と
放
生
会
の
景
を
再
現
す
る
よ
う

に
大
飾
り
︑
大
仕
掛
け
の
パ
ノ
ラ
マ
型
の
か
ら
く
り
と
し
て
お
お
い
に
人
気
を

博
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
本
水
を
使
用
し
た
か
ら
く
り
演
出
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒

﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
と
併
演
さ
れ
た
大
切
の
﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
﹂
で
も
本
水
を

用
い
た
か
ら
く
り
演
出
が
使
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
時
の
興
行
で
は
︑
ふ
た
つ
の

本
水
を
使
用
し
た
か
ら
く
り
が
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
お
そ
ら
く
夏

狂
言
で
あ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
﹂
に
つ
い

て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒

福
寿
海
宮
島
伝
記

し
ん
か
ら
く
り

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
一
四



福寿海宮島伝記福寿海宮島伝記福寿海宮島伝記福寿海宮島伝記福寿海宮島伝記福寿海宮島伝記

ぶ
た
い
一
め
ん
本
水
か
ら
く
り

古
今
の
大
て
き

見
事
〳
〵

せ
ん
た
う
ふ
ね
ニ

は
し
ら
を
た
て

ほ
を
あ
げ
は
し
る
か
ら
く
り

せ
ん
だ
う

た
ぼ
こ
の
む

け
ふ
り
を
ふ
く

と
り
ゐ
水
中
ニ

あ
ら
わ
る
か
ら
く
り

山
ひ
ら
け
み
や
じ
ま
の
ふ
た
い
と
な
る
か
ら
く
り

か
ん
な
ぎ
の
人
形
か
さ
を
か
た
む
け

雨
を
ふ
せ
ぐ
か
ら
く
り

大
し
も
ろ
こ
し
よ
り

大
は
ん
や
け
う
を
も
ち
か
え
り

梅
の
ゑ
た
に
あ

ら
わ
れ
る
か
ら
く
り

大
し
の
人
ぎ
や
う

ふ
ね
よ
り
さ
く
ら
の
ゑ
だ
ニ

と
り
つ
き
つ
た
ふ
か
ら

く
り

し
ゆ
ろ
う
に
て

人
き
や
う
か
ね
を
つ
く

か
ら
く
り

す
み
よ
し
明
じ
ん
御
か
ゝ
み
と
な
り
給
ふ
か
ら
く
り

一
く
わ
ん

た
ん
〳
〵

か
す
お
ゝ
く
な
る
か
ら
く
り

こ
の
よ
う
に
安
芸
の
宮
島
の
厳
島
神
社
と
大
鳥
居
︑
海
上
を
行
く
帆
掛
け
船
︑

船
頭
の
煙
草
を
吹
か
す
所
作
が
本
水
か
ら
く
り
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
な

か
で
も
﹁
山
ひ
ら
け
み
や
じ
ま
の
ふ
た
い
と
な
る
か
ら
く
り
﹂
は
注
目
さ
れ
る
︒

山
が
開
け
る
と
い
う
記
述
は
背
景
の
山
が
左
右
に
開
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
︒
背
景
の
背
後
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
厳
島
神
社
の
舞
台
が
現
れ

る
と
い
う
大
き
な
舞
台
転
換
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
と
と
も
に
海
上
の
帆
掛

け
船
の
か
ら
く
り
を
盛
り
込
ん
だ
本
水
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
も
う

ひ
と
つ
︑
弘
法
大
師
の
大
般
若
経
の
奇
瑞
を
梅
の
枝
に
掛
か
っ
た
経
巻
の
数
が

自
ず
と
増
え
て
い
く
か
ら
く
り
や
船
に
乗
っ
た
弘
法
大
師
が
桜
の
枝
に
取
り
つ

い
て
岸
に
あ
が
る
か
ら
く
り
な
ど
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
時
の
興
行
で
は
︑﹁
八
幡
宮
本
記
﹂﹁
福
寿
海
宮
島
伝
記
﹂
そ
れ
ぞ
れ
に
︑

本
水
か
ら
く
り
を
見
せ
場
と
し
て
演
技
・
演
出
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
︒
主
題
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
そ
れ
ぞ
れ
石
清
水
八
幡
宮
や
厳
島
神
社
で
あ
り
︑

こ
う
し
た
名
所
旧
跡
︑
神
社
仏
閣
を
再
現
し
た
大
飾
り
大
仕
掛
け
の
パ
ノ
ラ
マ

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出

一
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型
の
か
ら
く
り
演
出
で
あ
っ
た
︒

お
わ
り
に

こ
こ
で
︑﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
に
お
け
る
本
水
か
ら
く
り
を
使
っ
た
舞
台
の
転

換
に
注
目
す
る
と
︑
八
幡
神
の
か
ら
く
り
を
演
じ
た
後
︑
舞
台
の
背
景
を
天
井

に
吊
り
上
げ
︑
か
ら
く
り
の
床
を
後
方
に
引
い
て
︑
あ
ら
か
じ
め
本
水
を
張
っ

た
水
槽
︵
水
船
︶
と
淀
川
の
岸
辺
の
景
を
セ
ッ
ト
し
た
水
か
ら
く
り
専
用
の
舞

台
が
準
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
本
水
を
使
っ
た
舞
台
演

出
は
︑
実
は
古
浄
瑠
璃
や
近
松
時
代
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て
︑
す
で
に
用
い
ら
れ

て
お
り
︑
水
か
ら
く
り
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
︒
浄
瑠
璃
本
の
挿
絵
の
中

に
は
水
上
・
水
中
で
人
形
が
演
技
す
る
場
面
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
た
︒
拙

稿
に
お
い
て
も
︑
こ
う
し
た
水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と

が
あ
る⑤

︒
そ
こ
で
は
︑
本
水
を
使
っ
た
か
ら
く
り
の
場
合
︑
そ
れ
が
演
じ
ら
れ

た
場
所
は
︑
付
舞
台
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
︒
つ
ま
り
︑
付
舞
台

の
床
を
引
く
と
︑
そ
の
下
に
水
船
︵
水
槽
︶
が
用
意
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
水

か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
と
想
定
す
る
の
が
自
然
だ
と
推
定
し
た
︒
か
ら
く
り

の
場
合
︑
付
舞
台
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
︒﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
の
舞

台
転
換
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
︑
か
ら
く
り
の
平
舞
台
の
下
に
水
船
︵
水
槽
︶
を

仮
設
し
︑
舞
台
の
床
を
後
方
に
引
く
と
︑
そ
こ
に
本
水
を
張
っ
た
水
槽
と
舞
台

装
置
が
現
れ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒
水
か
ら

く
り
を
演
じ
て
い
る
間
に
︑
そ
の
背
後
で
︑
八
幡
宮
の
由
来
の
か
ら
く
り
装
置

か
ら
八
幡
山
の
か
ら
く
り
へ
と
舞
台
転
換
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
本
水
を
使

っ
た
舞
台
演
出
・
転
換
は
歌
舞
伎
で
も
人
形
浄
瑠
璃
で
も
行
わ
れ
て
お
り
︑

﹁
八
幡
宮
本
記
﹂
の
よ
う
な
ス
ラ
イ
ド
式
の
迅
速
な
舞
台
転
換
を
可
能
に
す
る

舞
台
技
術
と
方
法
が
工
夫
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
︒

注①

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒
ル
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︒

②

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒
文
庫
�

�

	

	

�

�

︒

③

拙
稿
﹁
竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
と
分
類
﹂
﹃
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
﹄
五
号
︵
二

〇
一
一
年
六
月
︶
笠
間
書
院
︒

④

﹃
榊
葉
集
﹄
﹃
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
﹄
四
︵
一
九
七
三
年
一
二
月
︶︑
解
題
に

よ
れ
ば
﹁
室
町
中
期
﹂
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
行
列
の
人
数
を
集
計
し
た
結
果
を
記

し
た
︒

⑤

拙
稿
﹁
ア
ジ
ア
の
人
形
芸
と
日
本
の
人
形
芸
﹂
﹃
国
文
学
﹄
四
五
巻
二
号
︵
二
〇

〇
〇
年
︶

水
か
ら
く
り
の
舞
台
演
出
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