
１
│

義
太
夫
（
ぎ
だ
ゆ
う
）
節
の
は
じ
ま
り

語
り
物
の
発
達

浄
瑠
璃
は
だ
い
た
い
室
町
時
代
の
中
期
（
15
世
紀
末
）
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
江
戸
中
期
（
17
世
紀
後
半
）
に
、

竹
本
義
太
夫
が
現
れ
、
義
太
夫
節
を
お
こ
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
人
気
を
集
め
、
こ
れ
以
後
は
浄
瑠
璃
と
い
え
ば
義
太
夫

節
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
形
浄
瑠
璃（
文
楽
）の
歴
史

文
楽
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
伝
統
演
劇
の
一
つ
で

す
。
世
界
で
も
珍
し
い
人
形
劇
と
い
っ
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。「
文
楽
」
と
い
う
呼
称
は
、
幕
末
期

に
活
躍
し
た
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
の
経
営
者
・

植
村

う
え
む
ら

文
楽
軒

ぶ
ん
ら
く
け
ん

に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
形
芝

居
の
劇
場
が
「
文
楽
座
」
と
呼
ば
れ
、
い
つ
の
間

に
か
芸
能
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。

文
楽
は
、
物
語
に
節
を
つ
け
て
語
る
「
浄
瑠
璃

じ

ょ

う

る

り

」、

そ
れ
を
演
奏
す
る
「
三
味
線

し

ゃ

み

せ

ん

」、
そ
れ
ら
に
あ
わ

せ
て
操
ら
れ
る
「
人
形
」
の
、
三
つ
か
ら
成
っ
て

い
ま
す
。
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４
│

人
形
の
歴
史
三
人
遣
い
の
完
成

竹
本
義
太
夫
が
竹
本
座
を
お
こ
し
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
人
形
も

小
さ
い
一
人
遣
い
の
形
で
し
た
が
、
次
第
に
改
良
が
加
え
ら

れ
、
や
が
て
三
人
で
一
体
の
人
形
を
操
る
三
人
遣
い
に
な
り

ま
し
た
。
人
形
の
大
き
さ
も
、
現
在
の
人
形
に
近
い
大
き
さ

に
な
り
ま
し
た
。

人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
も
、
三
人
遣
い
の
完
成
と
と
も
に
、

ほ
ぼ
現
在
の
形
式
に
固
定
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

２
│

近
松
門
左
衛
門
の
登
場

近
松
門
左
衛
門
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
浄
瑠
璃
の
内
容
は

古
め
か
し
い
縁
起
物
や
武
勇
伝
で
し
た
が
、
彼
は
そ
れ
ら
を

人
物
の
心
の
動
き
を
も
描
写
す
る
優
れ
た
劇
文
学
ま
で
高

め
、
元
禄
16
年
（
一
七
○
三
）
の
『
曾
根
崎
心
中
』
で
、

初
め
て
「
世
話
物
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
、
浄
瑠
璃
で
確
立
し

ま
し
た
。

３
│

竹
・
豊
（
ち
く
ほ
う
）
時
代
文
楽
の
黄
金
時
代

竹
本
義
太
夫
が
お
こ
し
た
竹
本
座
の
ほ
か
に
、
義
太
夫
の

弟
子
の
豊
竹
若
太
夫
が
豊
竹
座
を
始
め
ま
し
た
。
竹
本
座

は
、
人
物
の
心
理
描
写
を
重
ん
ず
る
地
味
で
重
厚
な
芸
風
、

豊
竹
座
は
、
は
で
で
技
巧
的
な
芸
風
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
気

を
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
を
と
っ
て
「
竹
豊
時
代
」
と

よ
ば
れ
る
文
楽
の
黄
金
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。




