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鷺

舞

さ
ぎ
が
橋
を
渡
い
た

さ
さ
が
橋
を
渡
い
た

し
ぐ
れ
の
雨
に

ぬ
れ
と
l
り

と
!
り

ひ
レ
つ
r

い

雌
株
一
番
の
鷺
が
、
唄
や
射
子
の
一
ゆ
る
や
か
な
旋
律
に
乗
っ
て
立
ち
舞
う
姿
が
、

十
日
も
過
ぎ
た
今
、
目
を
閉

じ
る
と
、
ま
ぶ
た
の
一
表
に
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
く
る
。

か

ω
あ

し

ゐ

さ

か

島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
の
弥
栄
神
社
に
伝
わ
る
鷺
舞
は
、
天
文
年
間
に
、
時
の
津
和
野
城
主
吉
見
正
頼
に
よ

ぎ
持
ん
え

っ
て
、
山
口
の
祇
閥
会
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
京
都
八
坂
神
社
の
祇
園
会
に
伝
承
さ
れ
た

神
事
で
、
京
都
か
ら
山
口
へ
、
山
口
か
ら
津
和
野
へ
と
、
再
度
の
転
入
を
経
た
も
の
と
い
う
。
坂
崎
出
羽
守
の
時



一
日
一
中
絶
し
た
が
、
亀
井
氏
は
津
和
野
入
城
と
と
も
に
諸
式
の
復
興
に
つ
と
め
、
第
二
代
の
放
政
の
時
代
に
、
わ

ざ
わ
ざ
京
都
に
人
を
派
し
て
祇
園
会
の
鷺
舞
を
習
得
さ
せ
、
正
保
初
年
復
活
さ
せ
て
今
日
に
及
ぶ
と
い
う
c

舞
に

付
随
す
る
も
ろ
も
ろ
の
儀
式
の
中
に
は
、
時
の
流
れ
に
伴
い
省
略
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
鷺
舞
そ
の
も
の
は
正

し
く
受
け
継
が
れ
、
日
本
に
残
る
唯
一
の
も
の
だ
と
聞
く
。
唯
一
の
も
の
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由

が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
事
実
、
こ
の
舞
を
拝
観
し
な
が
ら
、
舞
そ
の
も
の
か
ら
そ
の
理
由
の
よ
う
な
も
の
を
お

ぼ
ろ
に
感
じ
取
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
後
に
西
周
・
森
鴎
外
・
福
羽
美
静
ら
、
幾
多
の
逸
材
を
出
し
た
津
和
野

藩
の
気
風
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

舞
方
は
、
雌
雄
の
鷺
に
扮
す
る
二
人
の
ほ
か
、
棒
振
・
問
問
鼓
各
二
人
で
あ
る
。
背
後
か
ら
舞
方
を
取
り
巻
く
よ

か
ね

う
に
難
方
の
太
鼓
・
鉦
・
鼓
・
笛
各
二
人
が
半
月
状
に
並
び
、
さ
ら
に
そ
の
後
ろ
に
、
唄
方
数
人
が
控
え
て
い
る
c

ほ
か
に
当
犀
二
人
、
警
固
十
二
人
が
い
て
、
神
事
の
世
話
や
観
衆
の
整
理
な
ど
に
当
る
c

現
在
の
鷺
舞
の
構
成
は
、

お
よ
そ
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

み
二
し

毎
年
祇
園
祭
の
始
ま
る
七
月
二
十
日
の
夕
刻
近
く
な
る
と
、
御
神
体
は
御
輿
で
御
旅
所
へ
渡
御
に
な
る
c

鷺
舞

の
一
行
は
、
そ
の
年
の
神
事
の
い
っ
さ
い
を
執
り
行
う
当
屋
か
ら
神
輿
を
迎
え
に
ゆ
き
、
波
御
直
前
、
神
前
に
お

舞

い
て
舞
の
奉
仕
を
す
る
c

町
内
十
一
か
所
の
四
辻
を
舞
い
歩
い
た
舞
衆
は
、
神
輿
よ
り
お
く
λ
て
御
旅
所
へ
到
着

し
、
神
前
で
舞
い
終
え
る
と
、
当
屋
へ
も
ど
り
、
七
日
後
の
還
御
の
日
を
待
つ
の
で
あ
る
c

鷺

隣
岡
市
に
一
長
く
住
み
な
が
ら
、
こ
の
由
緒
あ
一
る
神
事
を
拝
観
す
る
機
会
を
作
り
え
な
か
っ
た
の
は
、
少
々
迂
潤
だ
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と
も
あ
れ
、
今
年
は
、
津
和
野
町
立
郷
土
館
の
森
澄
泰
文
氏
の
御
好
意
に
す
が
っ
て
、

還
御
の
日
に
当
る
二
十
七
日
の
早
朝
、
鷺
舞
拝
観
の
た
め
広
島
を
立
っ
た
c

引
き
つ
づ
き
日
本
海
岸
の
人
麿
や
雪

っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

160 

舟
の
遺
蹟
を
探
る
予
定
も
加
え
、
若
い
友
だ
ち
十
名
ほ
ど
の
同
行
を
得
て
、
に
ぎ
や
か
な
小
旅
行
と
な
っ
た
。

当
日
障
は
限
ら
れ
た
家
が
交
替
で
受
け
持
つ
な
ら
わ
し
だ
っ
た
が
、
今
で
は
簡
略
化
さ
れ
て
、
駿
町
の
旧
藩
校
養

老
館
跡
に
あ
る
公
民
館
が
、
そ
れ
に
代
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
午
後
三
時
半
、
鷺
舞
が
公
民
館
前
で
始
ま
る
と

い
う
電
話
が
、
森
澄
氏
か
ら
あ
っ
た
の
で
、

一
行
は
宿
を
出
て
そ
こ
へ
急
い
だ
。
蝶
子
の
土
臼
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る

よ
う
に
、
町
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
観
衆
が
集
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
c

舞
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

び

ち

り

め

ん

に

つ

つ

け

ば

か

ま

か

L
ら

雌
雄
の
鷺
は
、
白
布
の
単
衣
に
緋
縮
緬
の
裁
着
袴
を
は
き
、
木
製
の
白
鷺
の
頭
を
か
む
り
、
同
じ
く
白
色
の
一
木

く
ち
ば
レ

片
で
作
っ
た
羽
の
形
を
身
に
つ
け
て
い
る

G

境
は
里
山
く
、
そ
れ
を
雄
は
閉
じ
、
雌
は
聞
き
、
そ
の
ま
ま
阿
陪
の

呼
吸
に
か
な
っ
て
い
る
。
後
ろ
に
つ
き
出
た
羽
冠
は
、
さ
き
が
二
本
に
裂
け
た
作
り
で
あ
る
c

お
お
む
ね
白
と
赤

の
単
調
な
色
の
対
照
c

畳
む
と
一
番
内
側
に
な
る
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
片
の
羽
の
根
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
た
手
に

よ
っ
て
、
異
は
自
由
に
開
閉
さ
れ
る
c

唄
が
つ
ぎ
の
曲
節
へ
高
ま
る
と
き
、
ヵ
タ
カ
タ
と
い
う
音
を
立
て
て
羽
ば
た

く
L
ぐ
さ
が
、
こ
の
優
雅
な
舞
に
、
凍
と
し
た
節
奏
を
与
え
る
c

鷺
が
翼
を
ひ
ろ
げ
た
と
き
、
午
後
の
目
ざ
し
が
、

拐
を
細
長
く
し
た
形
の
羽
の
一
片
一
片
を
、
く
っ
き
り
と
舗
道
に
焼
き
つ
け
た
。

間
官
民
鮮
の
一
行
は
、
御
旅
所
へ
向
か
う
道
中
、
四
辻
ご
と
に
と
ま
っ
て
、
舞
を
奉
仕
し
た
c

や
が
て
か
れ
ら
は
、

神
的
山
口
一
段
御
に
従
っ
て
、
弥
栄
神
社
に
も
ど
り
、
御
神
体
が
本
最
に
入
御
さ
れ
る
と
き
、
社
前
で
も
う
一
度
舞
つ



た
。
大
任
を
つ
つ
が
な
く
果
し
た
安
堵
感
の
よ
う
な
も
の
が
、

唄
か
ら
も
嫌
子
か
ら
も
舞
か
ら
も
感
じ
ら
れ
た

G

境
内
に
は
、
樹
齢
五
百
年
の
大
棒
を
中
に
松
の
老
木
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
油
蝉
の
斉
唱
に
ま
じ
っ
て
、
木
立
の

レ

三

乙

奥
か
ら
日
ぐ
ら
し
の
声
も
き
こ
え
て
く
る
c

斜
の
縞
模
様
を
つ
く
っ
た
木
洩
れ
日
の
一
条
が
、
高
々
と
も
た
げ
た

雌
鷺
の
白
い
項
に
当
っ
た
と
き
、
「
:
・
し
ぐ
れ
の
雨
に

、4
1』

I
F
-
-
t
1ノ

、正予
4
4
1
ι
1
1

、「

と
I
り
」
の
唄
声
が
、

ひ
と
き
わ
高

ノ
〈
¥
「
ム

y

n

}

O

ヰ

/

ザ

チ
J

雌
雄
一
番
だ
け
の
舞
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
鷺
舞
の
性
格
を
決
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
c

二
羽
が
た
が
い

に
寄
り
添
い
、
向
き
合
う
、

お
の
ず
か
ら
な
し
ぐ
さ
か
ら
、
え
も
言
わ
ぬ
愛
恋
の
あ
わ
れ
が
感
じ
ら
れ
た
c

そ
う

い
え
ば
、
雌
鷺
の
ほ
の
か
に
聞
か
れ
た
噴
も
あ
ど
け
な
く
、
あ
わ
れ
を
一
入
深
く
し
た
。

し
ぐ
れ
の
雨
に

ぬ

れ
と
l
り

と
I
り
」
に
は
、
平
安
京
の
風
土
と
文
化
の
中
で
発
達
し
た
修
辞
の
極
致
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
ぬ

れ
と
l
り
一
は
、
上
に
す
ぐ
つ
づ
け
る
と
、
一

J

し
ぐ
れ
の
雨
に
濡
れ
通
り
」
と
な
り
、
切
り
離
す
と
「
濡
れ
鳥
」
と

い
う
名
詞
と
も
な
る
c

い
わ
ゆ
る
掛
詞
の
手
法
で
あ
る
c

そ
の
う
え
、

「
ぬ
れ
」
に
は
、
男
女
の
交
情
の
こ
ま
や

か
さ
も
匂
い
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
c

白
い
羽
で
そ
っ
と
包
ん
だ
緋
の
裁
着
袴
ば
、
燃
え
上
が
ろ
う
と
す
る
愛
恋

つ
ぎ
の
動
作
に
う
つ
る
、
や
や
意
志
的
な
し
ぐ
さ
は
、
や

の
焔
を
象
徴
す
る
が
、

カ
タ
カ
タ
と
羽
を
鳴
ら
し
て
、

舛

が
て
お
互
い
の
身
を
焼
き
亡
ぼ
す
か
も
知
れ
ぬ
恋
情
を
鎮
め
る
わ
ざ
と
も
見
え
た
。

つ
の
け
い
頭
を
、

一
瞬
、
高
々
と
も
た
げ
た
二

「
悲
し
み
」
が
さ
つ
と
か
す
め
た
よ
う
で
あ
る
ω

(
四
七
・
一

O
)

.ll!iキ
バ1;

161 




