






三
味
線

と
いう
'
こ
の
三
者
か
ら
成
り
L
J
つ
て
お
る
の
で
す
が
､
こ
の
三
者
は

勧
め
か
ら

1
体
の
-
の
で
は
な
-
て
､
そ
れ
ぞ
れ
別

に
生
れ
'
発
達
し
L
,
-
の

が
結
合
し
､
摸
推
し
L
'-
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
.
日
本
の
人
形
遭

い
の
来
歴
は
､
前
述

ペ
L
,
-
お
り
で
す
が
'
浄
瑠

碑
な
る
-
の
は
､
室
町
期
の
中
頃
ー
す
な
わ
ち
東
山
時
代

'
今
日
か
ら
は
四
百

五
十
年
以
上
-
前

に
発
生
し
L
J
l
種
の
歌
論
曲
で
L
LJ
J

琵
琶
歌

-
い
-
-
の

は
'
鎌
倉
.時
代

に
1
世
を
風
車
し
た
音
楽
で
あ
-
歌
詫
曲

だ
っ
L
J
の
が
,
泉
移

り
時
焚
-
､
三
有
余
年
を
経
L
J東
山
時
代

こ
ろ
に
な
る

-
1
民
衆
は
そ
の
支
持

か
ら
は
な
れ
て
､
新
ら
し
い
歌
詫
曲
を
要
望
す

る
よ
-

に
な

っ
LJ
J

こ
の
要
望

に
こ
L
.
え
で
新
ら
し
-
隻
れ
l
.歌
議
曲
が
浄
瑠
璃
-
い
-
新
渡
の
琵
琶
歌

だ
っ

た
の
で
あ
-
ま
す

J
-
こ
ろ
が
此
の
新
歌
議
曲

に
は
独
得
の
伴
奏
楽
券
は
な
-

)-▲7y▼ぴ
■▲.っし

て
ー
琶
鷲

や

碗
頼

子

で
語

っ
て
い
L
.
J
そ
こ

へ
三
味
線

-
い
う
も
の
が
あ
ら
わ

れ
L
J
の
で
す
J

永
森
年
間

と
い
う
-
､
ざ

っ
-
四
百
年
前
で
す
が
､
当
時
唯

1
の
貿
易
港

だ
.

っ
L
J泉
州
堺

に
琉
球
か
ら
蛇
皮
線
が
輸

入
さ
れ
L
,
じ
蛇
の
皮
を
張

っ
L
J
三
位
楽

各

だ
っ
た

-
考

え
ら

れ
て
い
る
が
'
こ
の
楽
巻
を
わ
が
国
の
音
楽
家
が
改
造
し

て
､
蛇
皮

は
入
手
陶
姓
な
の
で
替
･,
に
猫
の
皮
を
張

っ
L
J
と
こ
ろ
が
ー
す

こ
ぶ

る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
微
妙
な
音
色

を
出
し
､
不
思
議
な
魅
力
を
発
揮
し
た
O

こ

-
に
舶
来
品
の
珍
奇
を
好
む
人
心
に
-
投
じ
た
の
で
､
浄
瑠
璃
は
直
ち
に
自

家
の
葉
巻

-
し
た
L

そ
こ
で

､
あ
た
か
も
今
日
の
ギ
タ
｢
と
か
ア

コ
ー
デ

ィ

オ

ン
に
よ
る
歌
詫
曲
の
･,t
-

に
ー
非
常
な
勢

い
で
流
行
し
は
じ
め
L
J
｡

こ
の
波

に
乗

っ
て
､
三
味
線
に
よ
る
浄
瑠
璃

の
名
手

は
数
多
-
輩
出
L
L
J中

に
'
京
都
の
目
貫
屋
長
三
郎
な
る
･A
の
が
､
人
形
-
擢
携

し
て
'
立
体
的
に
演

奏
し
演
出
し
て
見
よ
う
-
'
掻
州
西

/
宮

の
晩
住
子

-
計

っ
て
試
演
し
て
み
LJ
J

こ
れ
が

だ
い
L
J
い
､
慶
長
の
初
年
の
こ

-
-
な
っ
て
い
る
｡

す
る

-
物
凄

い
成

功
を
お
さ
め
た
の
で
'
そ
れ
か
ら
人
形

-
浄
瑠
璃

と
三
味
線

-
は
､
切

っ
て
も

切

れ
な
い
仲
-
な
-
､
こ
こ
に
日
本
の
人
形
浄
群
稗
芝
居
は
成
立

を
告
げ
た
の

で
あ

っ
L,
3

L
J
だL
I
こ
の
施
行
に
ひ
か
れ
て
ー
古
-
か
ら
あ

っ
L
J
改
姓
ぶ
し
-
三
味
線

-
提
携
し
､
-
i
.
人
形

-
-
塘
合
し
て
ー
元
弥

ご
ろ
ま
で
は
人
形
詮
経
芝
居
が

相
当
な
繁
昌
を
見
せ
ま
L
L
.
が
I
こ
の
こ
と
は
今
は
省

い
て
お
き
ま
す
.

〇

さ

て
､

こ
れ
で
人
形
浄
瑠
琳
芝
居
な
る
-
の
は
､

1
応
成
立
を
見
L
J
わ
け
で

す
で
が
'
文
楽
に
な
る
ま
で
は
ま

だま
だよ
-
い
な
こ

-
で
は
な
か
っ
た
｡

は
じ
め
は
京
都
に
栄
え
ー
次
ぎ
に
江
戸
が
本
場

と
な
-
1
や
が
て
寛
文

二
九

線

ご
ろ
か
ら
大
阪
に
本
礎
が
移

っ
て
現
在

に
及

ん
で

い
る
の
で
す
が
､
こ
の
あ

い

だ
に
'
竹
本
葬
太
夫

-
い
-
天
才
的
音
楽
家
が
あ
ら
わ
れ
て
近
於
門
左
衛
門

-
轄
托
し
た
-
'
竹
本
座
-
豊
竹
座
が
対
抗
L
で
火
花
を
散
ら
し
た
-
'
吉
田

英
三
郎

-
い
う
人
形
遣

い
に
し
て
演

出
家
で
あ
-
作
家
で
も
あ

る
-

い
-
､
え

ら
い
者
-
あ
ら
わ
れ
'
並
木
宗
輔

･
竹
田
出
婁

･
近
牧
牛
二
な

ど
い
-
作
慕
も

あ
ら
わ
れ
て

l忠
臣
歳
J
や
｢
菅

原

｣

や

｢
一
の
谷
｣
や

｢夏
祭
-
｣
や

｢妹

常
山
｣

だの
二
一十
四
考
｣

だの
-
い
-
名
作
が
､
ぞ
-

ど
-

-
出
来
た
の
で

あ
り
ま
L
L
J
｡

一
方
､

人形
の
遭

い
方

に
は
1
本
釆
糸
あ
や
つ
-

-
手
遭

い
式
と
が
あ

っ
た

の
で
す
が
'
吉
田
文
三
郎
の
時
代

に
な
る
-
､
糸
に
よ
る
仕
槍
を
人
形
の
内
部

に
応
用
し
て
'
后
や
眼
や
ロ
の
あ

い
た
-
閉
じ
た
-
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
発
明

し
よ
し
L
J
O
そ
-
し
て

1
つ
の
人
形
を
三
人
で
遭

っ
て
､
複
雑
な
動
作
も
微
妙

な
表
情
･A
､
演
出
で
き
る
･4
-
な
考
案
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
の
で
す
｡

結
局
､
こ
ん
に
ち
の
文
楽
の
よ
う
な
三
人
逢

い
式
は
､
享
保
末
年
に
妾
出
さ

れ
L
'
-
の
で
す
が
､
こ
-
い
-
様
式
の
人
形
芝
居
は
世
界
中

に
比
類
が
な
い
｡

日
本
文
化

の
花

だ
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す
｡
の
み
な
ら
ず

､
養
太
夫

-
い
う

音
楽
に
し
て
も
'
人
形
芝
居
演
出
の
技
術

に
し
て
-
､
三
盲
験
年
の
打
ち
つ
づ

-
平
和
-
そ
の
文
化

に
よ
ら
な
け
れ
ば
､
こ
れ
ほ

ど
の
芸
術
品
に
は
な
-
ま
せ

シ

ん
｡
ま
こ

と
に
代
表
的
な
無
形
文
化
財

-
軒
す
べ
き
で
､
そ
の
保
存
擁
護
は
現

代
人
に
諌
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
.
国
家

-
し
て
-
国
宝
的
な
､
要
保
護
文
化

財
と
し
て
関
心
を
梯
わ
ね
ば
な
ら
な
い
-
の
-
言
-
べ
き
で
あ
-
ま
す
｡
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