
Ⅰ
．
は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
の
子
ど
も
向
け
絵
本
と
言
え
ば
、
ま
ず
、
江
戸
で
刊

行
さ
れ
た
赤
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
し
か

し
、
上
方
で
も
ま
た
多
く
の
子
ど
も
向
け
絵
本
が
出
版
さ
れ
て
い

た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
赤
本
に
お
け
る
「
桃
太
郎
」
は
、
桃
を
食
べ
て
若
返
っ
た
夫
婦

が
子
を
な
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
回
春
型
の
桃
太
郎
で
あ
る
と
こ

ろ
が
特
徴
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
に
つ
い
て
は
現
代
に

伝
わ
っ
て
い
る
桃
太
郎
と
基
本
的
な
筋
は
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
今
回
紹
介
す
る
上
方
絵
本
の
『
桃
太
郎
』
は
、
桃
か
ら
頭
と

手
足
が
生
え
て
桃
太
郎
と
な
り
、
ま
た
お
供
に
は
柊
と
鰯
の
精
が

つ
く
と
い
う
、
か
な
り
特
異
な
特
徴
を
持
つ
。

　
本
発
表
で
は
、こ
の
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
趣
向
が
狂
言
「
節

分
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
取
り
入
れ
方
を

考
察
し
て
い
き
、
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
が
ど
う
評
価
で
き
る
か

を
考
え
て
い
く
。

　
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
絵
本
あ

つ
め
草
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
向
け
絵
本
（
注
一
）
で
、
表

紙
は
欠
け
て
お
り
、
本
文
の
み
六
丁
で
構
成
さ
れ
て
い
る
半
紙
本

で
あ
る
。
表
紙
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
作
者
、
画
工
名
、
版
元
未

詳
だ
が
、
画
風
か
ら
北
尾
雪
坑
斎
（
注
二
）
の
作
品
だ
と
さ
れ
る
。

上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
考

　
　
　
―
狂
言
「
節
分
」
の
取
り
入
れ
―

佐
　
野
　
佳
那
実
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Ⅱ
．
研
究

１
．
江
戸
の
赤
本
「
桃
太
郎
」
と
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』

　
ま
ず
、江
戸
の
赤
本
「
桃
太
郎
」（
注
三
）
の
あ
ら
す
じ
を
挙
げ
る
。

　
　�

　
川
か
ら
桃
が
流
れ
て
き
て
、
そ
の
桃
を
食
べ
た
お
爺
さ
ん

と
お
婆
さ
ん
は
若
返
り
、
子
作
り
を
し
て
桃
太
郎
が
産
ま
れ

る
。
桃
太
郎
は
逞
し
く
成
長
し
、
犬
、
猿
、
雉
を
お
供
に
し

て
鬼
退
治
へ
と
向
か
う
。
鬼
を
倒
し
た
桃
太
郎
は
鬼
の
宝
を

持
ち
帰
る
。

　
次
に
、
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
あ
ら
す
じ
を
挙
げ
る
。

　
　�

　
明
神
か
ら
賜
っ
た
桃
か
ら
頭
、
手
足
が
生
え
、
成
長
し
桃

太
郎
と
名
付
け
ら
れ
た
。
節
分
の
日
に
姉
が
鬼
に
攫
わ
れ
、

桃
太
郎
は
鰯
の
精
と
柊
の
精
を
お
供
に
し
て
姉
を
助
け
に
行

く
。
鬼
と
の
戦
い
の
末
、
姉
を
奪
い
返
し
、
鬼
の
宝
を
持
ち

帰
る
。

　
次
の
表
は
、江
戸
の
赤
本
「
桃
太
郎
」
と
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

次

の

表

は

、
江

戸

の

赤

本
「

桃

太

郎

」
と

上

方

絵

本
『

桃

太

郎

』

の

ス

ト

ー

リ

ー

を

比

較

し

た

も

の

で

あ

る

。

お

わ

り

お

供

き

び

だ

ん

ご

鬼

ヶ

島

へ

行

く

理

由

産

ま

れ

方

登

場

人

物

桃

の

入

手

は

じ

ま

り

鬼

の

宝

を

本

国

へ

持

ち

帰

る

犬

・

猿

・

雉

あ

り

不

明

桃

を

食

べ

て

若

返

り

、

子

作

り

を

し

て

産

ま

れ

る

爺

・

婆

川

か

ら

流

れ

て

く

る

爺

は

山

へ

芝

刈

り

に

、

婆

は

川

へ

洗

濯

に

赤

本

「

桃

太

郎

」

姉

を

奪

い

返

し

、

鬼

の

宝

を

持

ち

帰

る

（

鬼

も

同

行

）

鰯

の

精

・

柊

の

精

な

し

あ

り

→

姉

が

鬼

に

攫

わ

れ

る

桃

か

ら

頭

と

手

足

が

生

え

る

夫

婦

・

娘

御

香

之

宮

で

明

神

に

賜

る 伏

見

の

里

の

桃

山

が

近

い

所

に

住

ん

で

い

る

夫

婦

が

い

る

上

方

絵

本

『

桃

太

郎

』
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上方絵本『桃太郎』考　―狂言「節分」の取り入れ―

り
、
昔
話
の
「
桃
太
郎
」
で
は
な
く
、「
桃
太
郎
」
と
「
節
分
」

を
か
け
あ
わ
せ
た
新
し
い
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
狂
言
「
節
分
」
と
の
か
か
わ
り

　
狂
言
「
節
分
」
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　�

　
狂
言
の
曲
名
。
鬼
狂
言
。
夫
が
出
雲
大
社
へ
年
籠
り
（
大

晦
日
の
夜
か
ら
元
旦
朝
に
か
け
て
参
籠
す
る
こ
と
）
に
行
っ

た
留
守
番
を
し
て
い
る
妻
の
と
こ
ろ
へ
、
蓬
莱
の
島
（
渤
海

の
中
に
あ
る
と
い
う
想
像
上
の
霊
山
）
の
鬼
（
シ
テ
）
が
節

分
の
豆
を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
と
日
本
へ
や
っ
て
く
る
。
こ
の

家
の
灯
を
頼
っ
て
案
内
を
請
い
、
荒
麦
を
与
え
ら
れ
る
が
見

れ
ば
美
し
い
女
房
で
あ
る
。
心
を
奪
わ
れ
、
な
ん
と
か
気
に

入
ら
れ
よ
う
と
、
蓬
莱
の
島
に
は
や
る
小
歌
を
次
々
に
謡
っ

て
慕
い
寄
る
が
、
女
が
受
け
付
け
な
い
の
で
、
つ
い
に
泣
き

出
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
女
は
心
を
和
ら
げ
た
ふ
り
を
し

て
、
鬼
の
宝
で
あ
る
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
を
取
り
上
げ
て
か
ら

家
へ
入
れ
る
と
、
さ
て
時
分
も
よ
し
、「
鬼
は
外
へ
」
と
豆

を
鬼
に
ぶ
つ
け
て
追
い
立
て
て
い
く
。
鬼
が
純
情
な
男
性
の

よ
う
な
恋
情
を
示
す
の
が
漫
画
的
で
、
鬼
の
謡
う
豊
富
な
民

衆
流
行
歌
謡
も
楽
し
い
。

（『
日
本
大
百
科
全
書
』
よ
り
引
用
（
注
四
））

　
狂
言
で
有
名
な
流
派
は
大
蔵
流
と
和
泉
流
が
あ
る
が
、
使
用
さ

　
江
戸
の
赤
本
「
桃
太
郎
」
を
比
較
し
て
い
く
と
、上
方
絵
本
『
桃

太
郎
』
は
、
桃
か
ら
生
ま
れ
た
「
桃
太
郎
」
が
鬼
ヶ
島
へ
鬼
退
治

に
行
き
、
鬼
に
勝
っ
て
宝
物
を
も
ら
う
と
い
う
基
本
的
な
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
登
場
人
物
や
産
ま
れ
方
、
舞

台
設
定
が
細
か
く
さ
れ
て
い
る
な
ど（「
伏
見
の
里
」「
御
香
之
宮
」

な
ど
）、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
、お
供
の
違
い
に
注
目
す
る
。
一
般
的
に
知
ら
れ
る「
桃

太
郎
」
の
お
供
と
い
え
ば
、
江
戸
の
「
桃
太
郎
」
に
登
場
す
る
よ

う
な
犬
・
猿
・
雉
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
方
の
「
桃
太
郎
」
で
は

お
供
は
鰯
の
精
・
柊
の
精
に
な
っ
て
お
り
、
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。

　
ま
た
、
上
方
の
「
桃
太
郎
」
で
は
姉
が
攫
わ
れ
る
事
件
が
起
き

る
日
を
「
あ
る
年
の
節
分
な
り
け
れ
ば
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
節

分
の
日
に
設
定
し
て
い
る
。

　
節
分
の
風
習
と
し
て
、
節
分
の
夜
に
焼
い
た
鰯
の
頭
を
柊
の
枝

に
挿
し
、
火
で
炙
っ
て
か
ら
門
戸
に
挿
す
と
い
う
風
習
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
鰯
を
焼
く
煙
や
柊
の
葉
の
鋭
さ
を
鬼
が
嫌
が
る
と
い
う

こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
上
方
の
「
桃
太
郎
」
で
は
こ
の
節
分
の
風

習
を
鬼
に
対
抗
す
る
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
節
分
の
風

習
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
風
習
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
昔
話
「
桃
太
郎
」
に
子
ど
も
で
も
分
か
る
節
分
の
風
習
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
で
も
違
い
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
お
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鬼
が
節
分
の
日
に
や
っ
て
き
て
、
女
（
娘
）
に
惚
れ
る
、
女

（
娘
）
に
対
し
て
様
々
な
手
を
尽
く
し
て
振
り
向
い
て
も
ら
お
う

と
口
説
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
や
、「
蓬
莱
の
島
の
鬼
」「
太
刀

佩
い
た
が
憎
い
か
。
小
太
刀
佩
い
た
が
憎
い
か
。
ば
い
と
う
ば
い

と
う
、
担
げ
た
が
い
と
し
よ
の
」「
蓬
莱
の
島
な
る
鬼
の
持
つ
宝

は
、
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
、
打
出
の
小
槌
、
し
よ
り
や
う
む
り
や
う

じ
や
う
む
じ
よ
む
じ
よ
は
つ
し
こ
く
に
ぐ
わ
つ
た
り
と
与
え
て
」

な
ど
の
表
現
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
一
部
分
だ
け
で
は
な
く
、物
語
全
体
に
狂
言「
節

分
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
に
登
場
す
る
鬼
は
す
べ
て
角
の

な
い
鬼
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
狂
言
「
節
分
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

れ
て
い
る
表
現
か
ら
、大
蔵
流
の
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
た
。『
近

世
子
ど
も
の
絵
本
集
　
上
方
篇
』
に
お
い
て
、
上
方
絵
本
『
桃
太

郎
』
に
描
か
れ
た
、
鬼
の
大
将
が
舞
を
踊
る
場
面
に
つ
い
て
の
注

で
は
「
狂
言
歌
謡
の
一
。
虎
明
本
『
せ
つ
ぶ
ん
』」
と
あ
る
が
、

上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
本
文
に
表
現
が
よ
り
近
い
、
大
蔵
流
の

『
大
蔵
虎
光
本
狂
言
集
』（
注
五
）
を
参
考
に
し
た
。

　
次
の
表
に
、
狂
言
「
節
分
」
と
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
共
通

点
を
ま
と
め
た
。

・

女

に

宝

物

を

渡

す

と

き

の

鬼

の

言

葉

「

蓬

莱

の

嶌

な

る

蓬

莱

の

嶌

な

る

鬼

の

持

宝

は

隠

れ

箕

に

隠

笠

打

出

の

小

槌

し

よ

り

や

ふ

む

り

や

ふ

ぢ

や

う

む

り

や

ふ

く

わ

つ

し

こ

く

に

か

つ

た

り

と

そ

な

た

へ

お

ま

さ

ふ

ぞ

」

・

女

を

口

説

こ

う

と

す

る

鬼

の

言

葉

「

た

ち

は

い

た

も

憎

い

が

小

だ

ち

は

い

た

も

憎

い

が

と

の

弓

か

た

げ

た

も

憎

い

が

縁

で

社

候

は

め

は

い

と

ら

は

い

と

ら

か

た

げ

た

は

い

と

し

」

・

女

に

対

す

る

鬼

の

言

葉

「

荒

美

敷

の

女

房

や

漢

の

李

夫

人

楊

貴

妃

小

野

小

町

は

見

ね

ば

し

ら

ね

共

あ

れ

程

美

敷

女

房

も

有

け

る

ぞ

や

」

・

蓬

莱

の

島

の

鬼

が

豆

を

拾

っ

て

噛

も

う

と

し

て

日

本

に

来

る

・

女

が

一

人

で

留

守

番

し

て

い

る

→

家

の

者

は

出

雲

大

社

へ

参

詣

し

て

い

る

た

め

不

在

狂

言

「

節

分

」

・

宝

物

を

渡

す

と

き

の

地

の

文「

蓬

莱

の

島

な

る

鬼

の

持

つ

宝

は

、

隠

れ

蓑

、

隠

れ

笠

、

打

出

の

小

槌

、
し

よ

り

や

う

む

り

や

う

じ

や

う

む

じ

よ

む

じ

よ

は

つ

し

こ

く

に

ぐ

わ

つ

た

り

と

与

え

て

」

・

娘

を

慰

め

よ

う

と

す

る

鬼

の

言

葉

「

太

刀

佩

い

た

が

憎

い

か

。
小

太

刀

佩

い

た

が

憎

い

か

。
ば

い

と

う

ば

い

と

う

、
担

げ

た

が

い

と

し

よ

の

」

・

娘

に

対

す

る

鬼

の

言

葉

「

さ

て

も

さ

て

も

美

し

の

女

房

や

。

漢

の

李

夫

人

、

楊

貴

妃

、
小

野

小

町

は

見

ね

ば

知

ら

ず

。
あ

ん

な

美

し

き

女

も

あ

る

も

の

か

」

・

蓬

莱

の

島

の

鬼

の

大

将

が

豆

を

拾

っ

て

噛

も

う

と

し

て

来

る

・

娘

が

一

人

で

留

守

番

し

て

い

る

→

夫

婦

と

桃

太

郎

は

歳

徳

神

の

元

へ

参

詣

し

て

い

る

た

め

不

在

上

方

絵

本

『

桃

太

郎

』

・

女

に

宝

物

を

渡

す

と

き

の

鬼

の

言

葉

「

蓬

莱

の

嶌

な

る

蓬

莱

の

嶌

な

る

鬼

の

持

宝

は

隠

れ

箕

に

隠

笠

打

出

の

小

槌

し

よ

り

や

ふ

む

り

や

ふ

ぢ

や

う

む

り

や

ふ

く

わ

つ

し

こ

く

に

か

つ

た

り

と

そ

な

た

へ

お

ま

さ

ふ

ぞ

」

・

女

を

口

説

こ

う

と

す

る

鬼

の

言

葉

「

た

ち

は

い

た

も

憎

い

が

小

だ

ち

は

い

た

も

憎

い

が

と

の

弓

か

た

げ

た

も

憎

い

が

縁

で

社

候

は

め

は

い

と

ら

は

い

と

ら

か

た

げ

た

は

い

と

し

」

・

女

に

対

す

る

鬼

の

言

葉

「

荒

美

敷

の

女

房

や

漢

の

李

夫

人

楊

貴

妃

小

野

小

町

は

見

ね

ば

し

ら

ね

共

あ

れ

程

美

敷

女

房

も

有

け

る

ぞ

や

」

・

蓬

莱

の

島

の

鬼

が

豆

を

拾

っ

て

噛

も

う

と

し

て

日

本

に

来

る

・

女

が

一

人

で

留

守

番

し

て

い

る

→

家

の

者

は

出

雲

大

社

へ

参

詣

し

て

い

る

た

め

不

在

狂

言

「

節

分

」

・

宝

物

を

渡

す

と

き

の

地

の

文「

蓬

莱

の

島

な

る

鬼

の

持

つ

宝

は

、

隠

れ

蓑

、

隠

れ

笠

、

打

出

の

小

槌

、
し

よ

り

や

う

む

り

や

う

じ

や

う

む

じ

よ

む

じ

よ

は

つ

し

こ

く

に

ぐ

わ

つ

た

り

と

与

え

て

」

・

娘

を

慰

め

よ

う

と

す

る

鬼

の

言

葉

「

太

刀

佩

い

た

が

憎

い

か

。
小

太

刀

佩

い

た

が

憎

い

か

。
ば

い

と

う

ば

い

と

う

、
担

げ

た

が

い

と

し

よ

の

」

・

娘

に

対

す

る

鬼

の

言

葉

「

さ

て

も

さ

て

も

美

し

の

女

房

や

。

漢

の

李

夫

人

、

楊

貴

妃

、
小

野

小

町

は

見

ね

ば

知

ら

ず

。
あ

ん

な

美

し

き

女

も

あ

る

も

の

か

」

・

蓬

莱

の

島

の

鬼

の

大

将

が

豆

を

拾

っ

て

噛

も

う

と

し

て

来

る

・

娘

が

一

人

で

留

守

番

し

て

い

る

→

夫

婦

と

桃

太

郎

は

歳

徳

神

の

元

へ

参

詣

し

て

い

る

た

め

不

在

上

方

絵

本

『

桃

太

郎

』
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上方絵本『桃太郎』考　―狂言「節分」の取り入れ―

演
目
に
ち
な
ん
で
、鰯
と
柊
を
桃
太
郎
の
お
供
と
し
た
。そ
の
際
、

鰯
と
柊
を
擬
人
化
さ
せ
、鬼
と
戦
う
際
に
、柊
の
葉
で
突
い
た
り
、

鰯
の
頭
か
ら
光
線
を
出
し
た
り
し
て
戦
う
な
ど
、
擬
人
化
の
滑
稽

さ
や
面
白
さ
が
物
語
の
中
に
生
ま
れ
る
。

　
ま
た
、
狂
言
「
節
分
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
「
桃
太
郎
」
に

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
大
人
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

狂
言
「
節
分
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
加
え
て
、
節
分
の
風
習
を

取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
風
習
と
し
て
の
節
分
が
「
桃
太

郎
」
に
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
は
大
人
向
け
の
要
素
と
子

ど
も
向
け
要
素
が
含
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
注
一
）『
絵
本
あ
つ
め
草
』
は
名
古
屋
の
有
名
な
貸
本
屋
大
惣
が
営
業

に
用
い
た
も
の
で
、
約
二
〇
〇
点
を
四
四
冊
に
合
本
し
、
国
立
国
会
図
書

館
に
所
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
絵
本
あ
つ
め
草
』
に
所
収
さ
れ
て
い

る
絵
本
は
す
べ
て
前
後
の
表
紙
を
取
ら
れ
、
中
身
だ
け
を
五
、六
点
ず
つ

一
冊
に
し
て
閉
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
惣
が
営
業
用
に
し
た
た
め
で
あ

る
。
上
方
絵
本『
桃
太
郎
』の
表
紙
が
欠
け
て
い
る
の
も『
絵
本
あ
つ
め
草
』

に
所
収
さ
れ
る
際
に
取
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
中
野
三
敏
・
肥
田
晧
三
編
『
近

世
子
ど
も
の
絵
本
集
　
上
方
篇
』（
昭
和
六
〇
年
　
岩
波
書
店
）
所
収
の

も
の
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。

い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
狂
言
の
世
界
で
は
、
鬼
や

閻
魔
王
が
主
役
を
務
め
る
狂
言
を
鬼

狂
言
と
呼
び
、
鬼
狂
言
に
使
用
さ
れ

る
鬼
の
面
は
「
武
悪
」
と
呼
ば
れ
る

狂
言
面
で
あ
り
、（
図
一
）（
注
六
）、

こ
の
武
悪
面
に
は
角
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
の
鬼
が
角
の
な
い
鬼
で
登
場
す

る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
狂
言
「
節
分
」
で
の
鬼
の
姿
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
上
方
で
は
上
方
狂
言
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。
子
ど

も
向
け
絵
本
の
物
語
の
中
に
狂
言
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
子
ど

も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅲ
．
お
わ
り
に

　
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
は
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
桃
太
郎

と
大
き
く
異
な
る
点
が
多
く
見
ら
れ
、
相
違
点
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
。

　
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
に
は
、
狂
言
「
節
分
」
が
鬼
の
大
将
が

舞
を
踊
る
一
場
面
だ
け
で
な
く
、
物
語
全
体
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
狂
言
「
節
分
」
の
物
語
中
に
は
鰯

の
精
・
柊
の
精
は
登
場
し
な
い
。
上
方
絵
本
『
桃
太
郎
』
で
は
、

一
般
的
に
知
ら
れ
る
「
桃
太
郎
」
の
物
語
に
、
狂
言
「
節
分
」
の

図
一
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（
注
二
）北
尾
辰
宣
と
も
。
大
坂
の
絵
師
。
作
画
期
は
延
享（
一
七
四
四
）

か
ら
安
永
（
一
七
八
〇
）
に
か
け
て
の
頃

（
注
三
）
大
正
七
年
稀
書
複
製
作
製
の
複
製
本
に
載
る
『
む
か
し
む
か
し

の
桃
太
郎
』（
五
丁
。
原
本
は
焼
失
）
や
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
ほ
か

蔵
の
『
桃
太
郎
昔
話
』
一
〇
丁
。
鱗
形
屋
版
が
あ
る
。

（
注
四
）
相
賀
徹
夫
編
『
日
本
大
百
科
全
書
　
一
三
』（
昭
和
六
二
年
　

小
学
館
）
よ
り
引
用
。

（
注
五
）橋
本
朝
生
編『
古
典
文
庫
第
五
四
〇
冊
　
大
蔵
虎
光
本
狂
言
集
』

「
節
分
」（
平
成
三
年
　
古
典
文
庫
）
に
よ
っ
た
。

（
注
六
）
金
子
良
運
編
『
日
本
の
美
術
　
第
一
〇
八
号
　
能
狂
言
面
』（
昭

和
五
〇
年
五
月
　
至
文
堂
）
に
よ
っ
た
。

【
参
考
文
献
】

・
吉
田
幸
一
編『
古
典
文
庫
第
一
二
六
冊
　
和
泉
流
狂
言
集
　
第
一
一
冊
』

（
昭
和
三
三
年
　
古
典
文
庫
）

・
鈴
木
重
三
・
木
村
八
重
子
編
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
　
江
戸
篇
』（
昭

和
六
〇
年
　
岩
波
書
店
）

・
中
村
幸
彦
・
日
野
竜
夫
編『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
　
第
五
巻（
草
双
紙
・

洒
落
本
・
滑
稽
本
）』（
平
成
元
年
　
臨
川
書
店
）

・
大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
　
翻
刻
　
註
解
　
上
巻
』（
平
成

一
八
年
　
清
文
堂
）

・
肥
田
晧
三
「
北
尾
雪
抗
斎
の
絵
本
」（『
国
文
学
』
一
〇
〇
号
　
平
成

二
八
年
三
月
　
関
西
大
学
国
文
学
会
）

―
さ
の
・
か
な
み
　
日
本
文
学
科
四
年
生
―


