
︿
資
料
紹
介
﹀
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

山

田

和

人

書
誌

種
類

草
双
紙
︵
竹
田
か
ら
く
り
絵
画
資
料
︶

寸
法

縦
一
八
・
四
糎

横
一
三
・
〇
糎
︒

冊
数

上
中
下
︑
三
冊
︵
一
冊
に
合
綴
︶
︒

丁
数

一
五
丁
︒

丁
付

柱
刻
に
﹁
竹
田
﹂
と
あ
り
︑
丁
付
を
﹁
一
～
十
五
﹂
ま
で
記
す
︒

形
態

中
本
︒
袋
綴
じ
︒

題
簽

元
題
簽
︒

題
簽
寸
法
︑
縦
一
四
・
五
糎

横
八
・
〇
糎
︒
中
之
巻
の
元
題
簽
が
あ
る

︵
後
述
︶
︒

刊
年

明
和
四
年
︵
一
七
五
七
︶
七
月
︒

所
蔵

東
京
都
立
中
央
図
書
館
︒

分
類
番
号

﹁
加
賀
文
庫
�

�

�

�

﹂

備
考

本
書
に
は
︑
表
紙
見
返
し
に
﹁
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館

昭
和
�

�

・
�

・
�

�

�

	

	




�

�

﹂
の
印
記
が
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
北
尾
重
政
筆
︑

こ
れ
は
黄
表
紙
に
擬
せ
る
／
竹
田
近
江
の
か
ら
く
り
の
絵
尽
し
也

多
く
類
本

を
見
ざ
る
大
珍
本
也
﹂
と
朱
筆
さ
れ
た
付
箋
が
あ
る
︒

な
お
︑
題
簽
は
元
題
簽
で
あ
る
が
︑
上
中
下
︑
三
冊
の
う
ち
の
中
之
巻
の
題

簽
が
残
っ
て
い
る
︒
題
簽
の
絵
は
︑
九
オ
の
﹁
神
託
木
綿
襷
﹂
で
あ
り
︑
本
来
︑

こ
の
題
簽
は
六
オ
の
前
に
入
る
べ
き
で
あ
り
︑
題
簽
中
に
は
㊥
と
記
さ
れ
て
お

り
︑
こ
の
題
簽
が
中
之
巻
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
上
之
巻
と
下

之
巻
の
題
簽
は
残
念
な
が
ら
存
し
な
い
︒

刊
年
に
つ
い
て
は
︑
子
供
役
者
が
︑
明
和
四
年
閏
九
月
竹
田
近
江
大
掾
藤
原

清
一
の
番
付
や
︑
明
和
五
年
正
月
刊
の
役
者
評
判
記
﹃
役
者
党
紫
選
﹄
と
一
致

す
る
の
で
︑
明
和
四
年
と
推
定
さ
れ
る
︒
な
お
︑
本
書
表
紙
見
返
し
の
口
上
文

に
よ
れ
ば
﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
が
三
月
︑
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄
が
七
月
の
興
行

︿
資
料
紹
介
﹀
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
〇
八



で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︵
口
上
文
は
後
掲
︶
︒

資
料
紹
介
に
あ
た
っ
て
︑
本
絵
尽
し
の
画
像
を
先
に
掲
げ
︑
後
半
に
翻
刻
を

掲
載
し
た
︒
絵
尽
し
の
場
合
︑
絵
と
本
文
を
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き

で
あ
る
の
で
︑
画
像
中
の
本
文
に
近
い
位
置
に
翻
刻
本
文
を
配
置
す
る
こ
と
に

し
た
︒
翻
刻
に
際
し
て
︑
現
在
通
行
の
字
体
と
し
た
が
︑
一
部
旧
字
を
そ
の
ま

ま
残
し
た
も
の
も
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
︒
翻
刻
本
文
の
後
に
︑
参
考

ま
で
に
簡
単
な
演
目
解
説
を
付
し
た
︒

最
後
に
︑
本
資
料
の
掲
載
許
可
を
認
め
て
い
た
だ
い
た
東
京
都
立
中
央
図
書

館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
〇
九



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
〇

(表紙)

(�オ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
一

(�オ) (�ウ)

(�オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
二

(�オ) (�ウ)

(
オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
三

(�オ) (
ウ)

(�オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
四

(�オ) (�ウ)

(	オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
五

(10オ) (	ウ)

(11オ) (10ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
六

(12オ) (11ウ)

(13オ) (12ウ)
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介
﹃
若
楓
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形
﹄
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一
七

(14オ) (13ウ)

(15オ) (14ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
一
八

(15ウ)

(裏表紙)



資
料
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介
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若
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形
﹄
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一
九

(表紙)

(�オ)
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料
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介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
一

(�オ) (�ウ)

(
オ) (�ウ)



資
料
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介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
二

(�オ) (
ウ)

(�オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
三

(�オ) (�ウ)

(	オ) (�ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
四

(10オ) (	ウ)

(11オ) (10ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
五

(12オ) (11ウ)

(13オ) (12ウ)



資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
六

(14オ) (13ウ)

(15オ) (14ウ)
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﹄
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(15ウ)



演
目
解
説

第
一

地
狂
言

備
前
長
光
︵
一
ウ
︶

大
名
と
目
代
の
前
で
︑
家
宝
の
備
前
長
船
長
光
の
名
刀
を
盗
人
勘
六
に
奪
わ

れ
︑
小
姓
才
二
郎
が
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
場
面
の
よ
う
だ
が
︑
詳
細
は

不
明
で
あ
る
︒
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
︵
国
立
国
会
図
書
館
︶
に
も
﹁
地
狂
言

備
前
長
光
﹂
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

狂
言

高
倉
宮
妹
背
扇
巫
女
︵
二
オ
︶

詳
細
は
不
明
だ
が
︑
三
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
︑
出
羽
判
官
と
井
出
の
庄
司

の
や
り
取
り
︑
庄
司
の
娘
松
姫
と
介
太
夫
の
滑
稽
な
濡
れ
︑
長
谷
部
長
兵
衛
が

美
し
い
巫
女
の
舞
の
太
鼓
を
打
つ
場
面
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
の
巫
女
舞
の

艶
や
か
な
踊
り
が
見
せ
場
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

か
ら
く
り

吹
矢
難
波
扇
︵
二
ウ
︶

台
の
上
の
童
子
の
人
形
が
︑
片
手
に
吹
き
矢
筒
を
持
ち
︑
も
う
片
方
の
手
で

矢
台
か
ら
吹
き
矢
を
摘
ん
で
筒
に
入
れ
︑
体
を
ひ
ね
っ
て
ね
ら
い
を
つ
け
る
︒

そ
し
て
︑
扇
を
吹
き
落
と
し
た
り
︑
鎧
に
命
中
さ
せ
て
鎧
を
神
社
の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
に
変
身
さ
せ
た
り
︑
蝋
燭
の
芯
を
吹
き
切
っ
た
り
し
た
︒
吹
き
消
し
た
蝋
燭

の
燭
台
が
朝
顔
行
灯
に
変
り
︑
そ
の
後
ひ
と
り
で
に
灯
が
と
も
る
︒
﹃
竹
田
新

か
ら
く
り
﹄
︵
国
立
国
会
図
書
館
︶
に
﹁
吹
矢
的
な
に
は
扇
﹂
︑
﹃
家
土
産
竹
の

林
﹄
に
﹁
吹
矢
﹂
な
ど
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

か
ら
く
り

秘
曲
棒
ざ
ら
し
︵
三
オ
︶

大
坂
に
い
た
﹁
か
し
ぼ
う
の
一
曲
﹂
と
い
う
力
持
ち
の
芸
を
か
ら
く
り
に
し

た
も
の
︒
か
ら
く
り
台
に
乗
っ
た
力
持
ち
の
人
形
が
棒
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
の

先
端
で
は
布
晒
し
の
人
形
が
両
手
に
持
っ
た
長
い
布
を
勢
い
よ
く
振
る
︒
こ
れ

は
︑
最
初
は
︑
上
の
人
形
が
か
ら
く
り
台
か
ら
離
れ
て
棒
の
先
端
で
足
を
固
定

し
︑
片
足
を
あ
げ
て
布
を
晒
す
動
作
を
す
る
︒
下
の
力
持
ち
の
人
形
は
︑
足
駄

で
拍
子
を
踏
み
︑
体
を
縮
め
て
片
手
で
棒
の
下
を
握
っ
て
立
ち
上
が
り
︑
拍
子

を
踏
ん
で
布
を
晒
さ
せ
る
︒
次
に
︑
下
の
人
形
が
仰
向
け
に
反
り
返
っ
て
︑
片

足
の
指
に
棒
の
下
端
を
固
定
し
︑
も
う
一
方
の
足
で
拍
子
を
踏
む
︒
下
の
人
形

は
立
ち
上
が
っ
た
り
︑
座
っ
た
り
と
い
う
動
作
を
行
う
が
︑
棒
を
持
っ
て
い
な

い
方
の
片
手
で
扇
を
上
下
さ
せ
る
動
作
を
す
る
︒
す
べ
て
離
れ
物
の
か
ら
く
り

で
あ
る
︒
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
︵
国
立
国
会
図
書
館
︶
﹁
曲
曝
浪
花
男
﹂
︑
﹃
機

関
千
種
の
実
生
﹄
︵
東
京
都
立
中
央
図
書
館
︶
﹁
秘
曲
棒
晒
﹂
な
ど
に
も
収
載
さ

れ
て
い
る
︒

第
二

お
ど
り

馬
洗
伊
達
染
手
綱
︵
三
ウ
︶

ま
ず
︑
奴
の
大
鳥
毛
踊
り
が
あ
り
︑
そ
の
後
︑
大
名
行
列
の
立
道
具
で
神
馬

資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
二
八



を
作
り
︑
奴
が
舎
人
の
姿
に
な
っ
て
段
だ
ら
の
手
綱
を
引
く
︒
﹃
機
関
竹
の
林
﹄

︵
国
立
国
会
図
書
館
︶
に
は
﹁
舎
人
馬
段
染
手
綱
﹂
︑
﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
︵
東

京
都
立
中
央
図
書
館
︶
に
は
﹁
馬
洗
伊
達
染
手
綱
﹂
と
し
て
同
内
容
の
踊
り
が

所
収
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
に
は
︑
手
綱
に
つ
い
て
奴
の
半
纏
の
襟
を
解
い
て
手

綱
と
す
る
と
あ
り
︑
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
段
だ
ら
模
様
の
手
綱
の
意
味
が
は
っ

き
り
す
る
︒

狂
言

勇
曽
我
恵
方
果
報
︵
四
オ
︶
︵
四
ウ
︶
︵
五
オ
︶

﹁
矢
の
根
﹂
の
曽
我
五
郎
の
前
に
七
福
神
が
勢
揃
い
す
る
︒
曽
我
五
郎
が
工

藤
祐
経
の
家
臣
近
江
小
藤
太
に
斬
り
か
か
る
︒
十
郎
と
老
母
が
そ
の
様
子
を
見

守
る
︒
ま
た
︑
次
の
場
面
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
七
福
神
の
う
ち
の
大
黒
が
女

装
し
て
娘
片
か
い
に
近
づ
こ
う
と
し
︑
家
主
は
大
黒
に
す
が
る
と
い
う
滑
稽
な

見
せ
場
か
︒

か
ら
く
り

初
音
餌
指
竿
︵
五
ウ
︶

鳥
刺
の
人
形
が
踊
り
の
所
作
を
し
て
︑
次
に
竿
を
刺
し
て
鳥
を
狙
う
が
鳥
は

飛
び
去
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
後
︑
笠
で
鳥
を
寄
せ
る
所
作
を
す
る
︒
番
付
︵
東

京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
︶
に
も
﹁
福
梅
枝
笑
顔
鳥
差
﹂
と
し
て
収
載
さ

れ
て
い
る
︒

か
ら
く
り

三
笠
山
春
日
龍
神
︵
六
オ
︶
︵
六
ウ
︶
︵
七
オ
︶

栂
尾
︵
と
が
の
お
︶
の
明
恵
上
人
︵
み
ょ
う
え
し
ょ
う
に
ん
︶
と
笠
置
︵
か

さ
ぎ
︶
の
解
脱
上
人
︵
げ
だ
つ
し
ょ
う
に
ん
︶
が
春
日
明
神
の
鳥
居
の
前
で
い

ろ
い
ろ
と
所
作
を
す
る
︒
や
が
て
︑
鳥
居
の
額
か
ら
春
日
の
神
勅
時
風
の
臣
が

現
れ
︑
時
風
の
臣
の
も
つ
天
の
鉾
︵
あ
ま
の
と
ぼ
こ
︶
に
両
僧
を
取
り
つ
か
せ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
台
に
移
す
︒
時
風
は
幣
帛
と
な
り
飛
び
去
る
︒
両
僧
は
掛
け
物

に
変
化
す
る
︒
掛
け
物
に
描
か
れ
た
伽
藍
に
灯
が
と
も
っ
た
り
︑
三
尊
五
智

︵
さ
ん
ぞ
ん
ご
ち
︶
の
如
来
が
現
れ
た
り
す
る
︒
三
日
月
が
三
つ
の
笠
の
か
た

ち
と
な
り
︑
満
月
の
う
ち
に
は
春
日
明
神
の
文
字
が
現
れ
る
︒
そ
の
後
︑
か
ら

く
り
台
が
変
わ
っ
て
︑
春
日
竜
神
の
か
ら
く
り
と
な
る
︒
波
間
か
ら
龍
神
が
あ

ら
わ
れ
︑
松
に
上
り
︑
黒
雲
に
移
っ
て
︑
春
日
灯
籠
に
竜
灯
を
と
も
す
︒
四
つ

の
か
ら
く
り
台
を
使
っ
た
離
れ
物
の
か
ら
く
り
で
あ
る
︒
絵
尽
し
﹃
出
羽
大
書

院
﹄
︵
国
立
国
会
図
書
館
︶
他
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

第
三

お
ど
り

京
人
形
︵
七
ウ
︶

人
形
を
買
い
に
出
た
女
中
が
い
ろ
い
ろ
珍
し
く
お
も
し
ろ
い
踊
り
を
演
じ
る

変
化
舞
踊
︒
ま
た
︑
香
箱
の
中
か
ら
︑
大
津
絵
の
画
題
の
瓢
箪
鯰
や
ヤ
ジ
ロ
ベ

エ
︑
達
磨
の
お
き
あ
が
り
こ
ぼ
し
等
の
人
形
が
自
ず
と
現
れ
る
︒

資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄
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狂
言

伊
勢
や
日
向
の
物
語
︵
八
オ
︶
︵
八
ウ
︶

伊
勢
の
国
の
与
茂
四
郎
と
日
向
の
国
の
平
介
が
閻
魔
の
廳
に
引
き
出
さ
れ
る

が
︑
剽
軽
な
様
子
で
あ
る
︒
与
茂
四
郎
は
赤
羽
根
半
内
と
立
ち
会
い
︑
お
そ
ら

く
そ
の
立
ち
会
い
で
斬
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
や
が
て
︑
与
茂
四
郎
は
幽
霊
と

な
っ
て
現
れ
る
が
︑
実
の
女
房
お
べ
た
に
は
見
向
き
も
せ
ず
︑
平
介
の
女
房
し

か
ま
に
言
い
寄
る
滑
稽
な
場
面
と
な
る
︒

か
ら
く
り

神
託
木
綿
襷
︵
九
オ
︶

幣
帛
を
両
手
に
持
っ
た
神
官
の
人
形
が
棒
の
上
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
︑
そ

の
後
︑
膝
を
棒
に
か
け
て
ぶ
ら
下
が
り
︑
下
に
あ
る
台
に
降
り
る
と
︑
人
形
が

た
ち
ま
ち
神
鏡
幣
帛
に
変
わ
る
︑
綾
渡
り
の
離
れ
か
ら
く
り
︒

か
ら
く
り

乱
曲
獅
子
遊
︵
九
ウ
︶
︵
十
オ
︶

小
僧
の
さ
さ
ら
に
合
わ
せ
て
獅
子
舞
︵
獅
子
頭
を
か
ぶ
っ
て
行
う
舞
︶
が
狂

い
舞
う
︒
そ
の
後
︑
獅
子
舞
は
別
の
か
ら
く
り
台
の
岩
山
へ
と
飛
び
移
り
︑
狂

い
舞
う
︒
獅
子
舞
の
衣
裳
の
中
か
ら
前
足
と
後
足
の
役
の
小
僧
が
姿
を
表
わ
し
︑

岩
の
上
で
し
ば
ら
く
休
み
︑
ま
た
舞
い
狂
う
︒
松
の
枝
に
提
灯
が
下
が
っ
て
く

る
︒

第
四

お
ど
り

御
影
堂
︵
十
ウ
︶

扇
に
て
女
性
の
踊
り
手
が
扇
を
巧
み
に
持
っ
て
踊
り
な
が
ら
︑
さ
ま
ざ
ま
な

作
り
物
を
見
せ
る
︒
扇
の
丸
や
富
士
の
山
︑
最
後
に
帆
掛
け
船
と
な
る
︒

狂
言

惚
浦
島
天
井
返
︵
十
一
オ
︶︵
十
一
ウ
︶︵
十
二
オ
︶
続
き
に
か
ら
く
り

浦
島
太
郎
が
う
な
ぎ
に
取
り
付
い
て
天
井
に
上
っ
て
い
く
の
を
︑
融
大
臣
と

そ
の
近
習
が
見
上
げ
る
︒
天
上
し
た
浦
島
が
雷
や
下
女
稲
妻
︑
夜
這
い
星
と
遭

遇
し
た
り
︑
高
岳
皇
子
が
雷
に
︑
守
敏
僧
都
が
天
狗
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
懲
ら
し
め

ら
れ
る
展
開
の
様
子
が
描
か
れ
る
︒

か
ら
く
り

幽
曲
巨
水
皷
︵
十
二
オ
︶

衣
桁
︵
衣
服
を
か
け
て
お
く
台
︶
の
枠
に
︑
鼓
の
箱
を
掛
け
て
お
く
と
︑
ひ

と
り
で
に
音
が
鳴
る
か
ら
く
り
︒
箱
の
中
に
仕
掛
け
の
な
い
こ
と
を
見
せ
る
た

め
に
鼓
の
箱
を
分
解
し
て
見
せ
る
︒
﹁
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
﹂
︵
東
京
国
立
博

物
館
︶
に
﹁
天
鼓
雲
龍
閣
﹂
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

か
ら
く
り

乗
初
拝
領
駒
︵
十
二
ウ
︶
︵
十
三
オ
︶

曲
馬
︵
馬
の
曲
乗
り
︶
の
か
ら
く
り
︒
最
初
は
︑
乗
り
手
が
鞭
を
当
て
て
地

道
を
走
り
曲
乗
り
を
し
て
︑
鞍
に
片
足
で
立
っ
た
り
し
て
輪
乗
り
︵
輪
形
に
馬

を
乗
り
こ
な
す
︶
を
す
る
︒
次
に
︑
馬
を
乗
り
捨
て
︑
乗
り
手
が
篭
抜
け
︵
長
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い
筒
上
の
篭
を
飛
ん
で
抜
け
る
︶
を
す
る
︒
そ
の
後
︑
乗
り
手
の
人
形
が
篭
の

向
こ
う
の
綾
棒
に
取
り
付
き
︑
生
き
て
い
る
犬
に
跨
が
り
楽
屋
へ
と
走
っ
て
ゆ

く
︒
す
べ
て
離
れ
物
の
か
ら
く
り
で
あ
る
︒
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
︵
国
立
国
会

図
書
館
︶
に
﹁
拝
領
曲
馬
乗
始
﹂
︑
﹃
機
関
竹
の
林
﹄
に
﹁
乗
初
拝
領
駒
﹂
他
と

し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

第
五

狂
言

大
塔
宮
㬢
鎧
︵
十
三
ウ
︶
︵
十
四
オ
︶
︵
十
四
ウ
︶

﹃
大
塔
宮
㬢
鎧
﹄
の
第
四
﹁
関
所
の
段
﹂
で
は
芋
が
瀬
庄
司
が
関
所
で
大
塔

宮
一
行
を
引
き
留
め
る
︒
平
賀
の
三
郎
と
赤
松
則
祐
ら
は
勇
む
が
︑
命
に
は
替

え
ら
れ
ぬ
と
錦
の
御
旗
を
渡
す
︒
後
に
駆
け
つ
け
た
村
上
彦
四
郎
の
働
き
に
よ

っ
て
︑
錦
の
御
旗
を
取
り
戻
す
︒
こ
の
場
面
を
人
形
振
り
で
見
せ
る
の
が
趣
向

で
︑
人
形
も
人
形
遣
い
も
竹
田
の
子
供
役
者
が
演
じ
る
︒
﹁
兵
衛
館
の
段
﹂
で

は
︑
大
塔
宮
の
寝
所
に
忍
ん
で
き
た
戸
野
の
兵
衛
の
娘
呉
羽
と
兄
大
弥
太
の
妻

蓬
生
が
鉢
合
わ
せ
を
し
て
宮
に
取
り
つ
く
が
実
は
そ
れ
は
大
塔
宮
で
は
な
く
戸

野
の
兵
衛
で
あ
っ
た
︒
兵
衛
と
蓬
生
は
宮
を
逃
が
そ
う
と
策
を
め
ぐ
ら
せ
︑
蓬

生
は
山
伏
姿
と
な
っ
て
大
塔
宮
の
身
替
り
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
兵
衛
は
大

塔
宮
︑
呉
羽
︑
蓬
生
を
逃
が
す
た
め
に
藤
棚
に
登
ら
せ
匿
う
︒
そ
こ
に
帰
っ
て

き
た
大
弥
太
と
兵
衛
が
斬
り
合
い
に
な
り
︑
大
塔
宮
一
行
も
と
も
に
奮
戦
す
る
︒

か
ら
く
り

幼
稚
智
恵
海
︵
十
五
オ
︶

か
ら
く
り
台
の
上
の
童
子
の
人
形
が
︑
年
齢
を
身
振
り
で
答
え
た
り
︑
笛
を

渡
す
と
そ
れ
を
吹
い
た
り
︑
で
ん
で
ん
太
鼓
で
遊
ん
だ
り
し
て
︑
そ
の
後
︑
身

震
い
し
て
小
便
を
す
る
か
ら
く
り
︒
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
に
﹁
萬
歳
稚
大
力
﹂

と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

か
ら
く
り

仙
術
自
行
綾
︵
十
五
ウ
︶

仙
人
の
人
形
が
桜
の
枝
に
吊
し
た
綾
棒
を
次
々
と
渡
っ
て
い
き
︑
最
後
に
人

形
が
不
動
明
王
の
掛
け
物
に
変
わ
り
︑
桜
の
枝
に
は
灯
籠
が
現
れ
︑
お
そ
ら
く

点
灯
し
て
終
わ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
番
付
︵
日
本
大
学
図
書
館
︶
に
も
収
載
さ
れ

て
い
る
︒

資
料
紹
介
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄

三
三
一


