
琵
琶
法
師
に
よ
る
歌
や
語
り
な
ど
、全
盲
の
人
た
ち
が
手
掛
け
た
芸
能
が
廃
れ
て
久
し
い
。一
方
、
室
町
時
代
に
世
阿
弥
が
集
大
成
し
、

当
時
の
語
り
口
で
演
じ
ら
れ
る
能
は
今
も
健
在
だ
。
古
典
芸
能
の
ル
ー
ツ
と
未
来
を
テ
ー
マ
に
、
全
盲
の
文
化
人
類
学
者
・
広
瀬
浩
二
郎

さ
ん
と
能
役
者
・
味
方
玄
さ
ん
が
語
り
合
っ
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
京
都
新
聞
総
合
研
究
所
所
長
の
内
田
孝
が
務
め
た
。

④

撮影・辰己直史
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文
化
人
類
学
者

広
瀬
浩
二
郎
さ
ん

能
役
者

味
方

玄
さ
ん
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ｈ
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ｇ

詳
報
は
近
く
ア
ッ
プ

紙面はダイジェス

トです。詳報は近

くサイトにアップ

します。

味方さん 能 初心忘れず精進重ねる

琵琶法師の精神を伝えたい 広瀬さん

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ｇｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆ

み
か
た
・
し
ず
か

１
９
６
６
年

生
ま
れ
。
観
世
流
シ
テ
方
。
実
家
の

十
念
寺
は
、
能
を
愛
好
し
た
６
代
将

軍
足
利
義
教
の
建
立
。
片
山
幽
雪
さ

ん
の
内
弟
子
と
な
り
、
今
年
は
独
立

年
。
室
町
時
代
の
能
「
篁
」
を
５

０
０
年
を
経
て
復
曲
披
露
。
著
書
に

「
能
へ
の
い
ざ
な
い
」（
淡
交
社
）
。

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｅ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ひ
ろ
せ
・
こ
う
じ
ろ
う

１
９
６

７
年
生
ま
れ
。

年
、
京
大
初
の
全

盲
入
学
者
。
日
本
宗
教
史
、
触
文
化

論
。
研
究
の
集
大
成
と
し
て
、
９
月

２
日
か
ら
大
阪
府
吹
田
市
・
国
立
民

族
学
博
物
館
で
特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
｜
さ
わ
る
！

〝
触
〞
の
大
博
覧
会
」
開
催
予
定
。

広
瀬

能

台
に
上
が
る
の
は
初

め
て
。
足
袋
を
履
い
た
足
裏
で
も
板

の
木
目
を
感
じ
ら
れ
、
方
向
は
あ
る

程
度
わ
か
り
ま
す
。
も
っ
と
も
っ
と

身
体
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
ば
、
目
が

見
え
な
く
て
も

台
上
を
自
由
に
動

け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
味
方
さ

ん
の
腰
を
押
し
て
も
引
い
て
も
び
く

と
も
し
ま
せ
ん
ね
。
下
腹
部
の
丹
田

か
ら
発
す
る
気
が
、
能
の
所
作
の
原

動
力
な
の
で
す
ね
。

味
方

気
は
体
内
に
充
満
す
る
だ

け
で
な
く
、

台
の
板
を
通
し
て
大

地
か
ら
引
き
合
う
イ
メ
ー
ジ
。
そ
ろ

ー
り
そ
ろ
ー
り
と
板
を
な
で
る
よ
う

に
歩
く
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
い

た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

広
瀬

盲
目
の
旅
芸
人
・
琵
琶
法

師
や
瞽

ご

女
ぜ

は
、
江
戸
期
ま
で
全
国
で

活
動
し
ま
し
た
が
、
現
在
は
継
承
者

が
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
能

は
室
町
時
代
に
観
阿
弥
、
世
阿
弥
親

子
が
登
場
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
中

世
に
起
源
を
持
つ
芸
能
で
も
前
者
は

近
代
化
と
と
も
に
衰
え
、
後
者
は
世

代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
違
い
は
何
で
し
ょ
う
か
。
ま
た

世
阿
弥
「
風
姿
花
伝
」
で
使
わ
れ
る

「
花
」
は
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う
？

味
方

世
阿
弥
は
父
親
や
先
人
た

ち
か
ら
受
け
継
い
だ
奥
義
を
伝
え
る

た
め
「
風
姿
花
伝
」
を
書
き
残
し
ま

し
た
。花
は
芸
の
真
髄
を
表
し
、「

台
上
の
魅
力
」
の
意
味
で
す
。

広
瀬

琵
琶
法
師
や
瞽
女
の
芸
能

は
、
後
継
者
不
足
で
衰
え
ま
し
た
。

伝
統
死
守
に
注
力
し
、本
来
の「
花
」

を
失
っ
た
た
め
後
継
者
不
足
と
な
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

味
方

古
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
現

代
に
よ
み
が
え
ら
せ
て
も
、
今
を
生

き
る
人
の
心
に
は
響
か
な
い
で
し
ょ

う
。
演
じ
手
も
今
を
し
っ
か
り
生
き

て
、
時
代
や
社
会
の
空
気
を
感
じ
取

り
、
作
品
を
通
し
た
問
題
提
起
や
ア

ピ
ー
ル
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
世
阿
弥

は
、
予
想
外
の
演
出
で
見
る
人
の
心

に
思
い
が
け
な
い
感
銘
を
起
こ
さ
せ

る
こ
と
も
「
め
づ
ら
し
き
花
」
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。

広
瀬

琵
琶
法
師
に
よ
る
「
平
家

物
語
」
は
音
と
声
に
よ
る
語
り
物
、

聴
覚
芸
能
の
代
表
で
、
世
阿
弥
の
す

ご
さ
、
新
し
さ
は
「
平
家
物
語
」
な

ど
の
古
典
に
視
覚
的
な
要
素
を
取
り

入
れ
、

を
充
実
さ
せ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。

味
方

世
阿
弥
は
芸
の
基
礎
を

「
二
曲
三
体
」
と
記
し
ま
す
。
二
曲

は
基
本
技
術
で
あ
る
歌
と

、
三
体

は
老
・
軍
・
女
の
典
型
的
な
役
柄
で

す
。
世
阿
弥
の
座
は
元
々
、
鬼
や
例

え
ば
老
人
な
ど
の
姿
形
を
似
せ
る

「
も
の
ま
ね
芸
」
か
ら
始
ま
り
、
ラ

イ
バ
ル
犬
王
の
優
美
な

を
見
て
、

世
阿
弥
は
自
流
の
能
に
取
り
入
れ
ま

す
。
観
阿
弥
も
鼓
に
合
わ
せ
て
歌
い

う
「
曲く

せ

ま
い

」
の
リ
ズ
ム
を
能
の
歌

謡
に
織
り
込
む
な
ど
今
に
つ
な
が
る

能
の
基
礎
を
確
立
し
ま
し
た
。

能 台で基本動作を体験する広瀬浩二

郎さんと味方玄さん

京都市上京区寺町鞍馬口

｜
能
に
は
目
の
見
え
な
い
人
や
身

体
の
不
自
由
な
人
が
登
場
し
ま
す

ね
。味

方

「
景
清
」
で
平
家
方
の
武

将
・
景
清
は
九
州
に
流
さ
れ
、
零
落

し
た
盲
目
の
景
清
に
一
人
娘
が
会
い

に
来
ま
す
。
娘
と
の
別
れ
の
名
残
で

源
平
合
戦
の
武
勇
を
景
清
自
ら
語
る

場
面
で
は
平
家
の
鎮
魂
を
祈
っ
て

「
平
家
物
語
」
を
語
る
琵
琶
法
師
の

姿
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。「
望
月
」

に
は
瞽
女
に

ふ
ん

し
て
敵
を
油
断
さ

せ
、
仇

あ
だ

討
ち
を
助
け
る
女
性
も
登
場

し
ま
す
。

広
瀬

能
や
狂
言
な
ど
中
世
芸
能

に
盲
人
が
多
く
登
場
す
る
の
は
、
民

衆
に
な
じ
み
深
か
っ
た
証
拠
。
盲
人

芸
能
者
は
全
国
を
旅
し
、
民
衆
の
生

活
に
密
接
に
関
わ
っ
た
の
で
す
。

盲
人
芸
能
が
衰
退
し
た
原
因
に
、

世
阿
弥
の
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
旅
を
す
る
、
歩
く
初
心
を
近
代

以
降
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
側
面
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

味
方

芸
に
は
意
識
を
怠
っ
て
は

な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
が
数
多
く
、
一

つ
一
つ
が
世
阿
弥
の「
初
心
」で
す
。

当
た
り
前
の
よ
う
に

台
上
で
漫
然

と
演
じ
る
と
、
横
柄
で
自
分
勝
手
な

芸
に
な
り
ま
す
。
初
心
の
連
続
が
芸

で
あ
る
と
の
戒
め
を
守
り
、
精
進
を

重
ね
れ
ば
本
物
の
花
が
咲
い
た
後
に

な
お
花
が
残
る
よ
う
な
境
地
に
至
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
能
楽
師

と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
の
私
の
目

標
で
す
。

広
瀬

１
９
９
０
年
代
に
大
学
院

生
だ
っ
た
僕
は
琵
琶
法
師
や
瞽
女
、

盲
目
の
霊
媒
師
イ
タ
コ
を
調
査
し
ま

し
た
。
文
字
を
媒
介
し
な
い
語
り
物

の
伝
承
、
死
者
の
霊
に
代
表
さ
れ
る

目
に
見
え
な
い
世
界
と
の
交
流
が
前

近
代
の
盲
人
芸
能
の
特
徴
で
、
当
時

は
最
後
の
継
承
者
が
ほ
そ
ぼ
そ
と
活

動
し
て
い
ま
し
た
。
瞽
女
は
の
ど
を

つ
ぶ
し
、血
が
出
て
も
声
を
出
し
て
、

声
帯
を
鍛
え
た
そ
う
で
す
。
瞽
女
の

声
は
空
気
を
振
動
さ
せ
、
多
く
の
聴

衆
を
魅
了
し
ま
し
た
が
、
そ
の
発
声

法
は
西
洋
音
楽
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
も
の
で
す
。

味
方

私
は
入
門
時
か
ら
声
が
細

い
と
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
た
の
で
、

そ
れ
を
戒
め
に
強
く
声
を
出
そ
う
と

意
識
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
瞽

女
や
琵
琶
法
師
は
市
場
な
ど
人
の
集

ま
る
場
所
で
芸
を
披
露
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
の
で
す
か
。

広
瀬

現
在
の
ス
ト
リ
ー
ト
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
と
同
じ
で
、
人
が
集
ま

る
所
で
芸
能
を
披
露
し
、
金
銭
を
得

る
例
は
多
か
っ
た
は
ず
で
す
。
旅
を

続
け
る
た
め
に
お
金
や
食
料
が
必
要

で
、
貴
族
や
寺
社
な
ど
パ
ト
ロ
ン
を

探
し
ま
す
。
中
世
の
市
は
芸
能
者
の

た
ま
り
場
、
情
報
交
換
の
拠
点
と
も

な
っ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
以
降
、
瞽
女
は
夜
に
村

民
た
ち
の
宴
会
に
招
か
れ
ま
す
。
瞽

女
唄

う
た

は
暗
く
悲
し
い
と
い
う
印
象
で

す
が
、
実
際
は
陽
気
で
楽
し
い
唄
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
宴
会
盛
り
上

げ
に
は
、
多
彩
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が

大
切
で
す
。

味
方

瞽
女
の
役
割
は
古
来
よ
り

神
楽
を

い
、
神
託
を
得
て
伝
え
る

巫
女

み

こ

と
も
重
な
り
ま
す
ね
。

広
瀬

盲
人
芸
能
者
は
古
代
の
来

訪
神
を
意
味
す
る
「
ま
れ
び
と
」
の

系
譜
で
す
。
別
世
界
か
ら
定
期
的
に

村
を
訪
れ
る
あ
り
が
た
い
人
、
と
認

識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
九
州
の
琵
琶

法
師
は
盲
僧
と
呼
ば
れ
、
宗
教
と
芸

能
が
一
体
の
独
自
の
儀
礼
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
読
経
や
祈

き

禱
と
う

後
、
琵
琶

を
弾
い
て
語
り
物
を
披
露
し
ま
す
。

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ナ
ー
で
も
あ
る
の
で
す
。
民
衆
の
生

活
の
身
近
で
不
可
欠
な
存
在
で
、
近

代
的
な
差
別
と
は
異
な
り
ま
す
。

味
方

イ
タ
コ
の
取
材
で
は
、
何

か
が
憑

ひ
ょ
う

依い

す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

っ
た
り
す
る
の
で
す
か
。

広
瀬

青
森
県
の
恐
山
で
出
会
っ

た
イ
タ
コ
は
、
本
物
の
霊
媒
師
だ
と

感
じ
ま
し
た
。
初
対
面
で
僕
の
個
人

情
報
を
言
い
当
て
ら
れ
、
ち
ょ
っ
と

怖
か
っ
た
で
す
ね
。
「
自
分
が
し
ゃ

べ
る
の
で
な
く
、
体
に
入
り
込
ん
だ

霊
の
言
葉
が
無
意
識
の
う
ち
に
口
か

ら
出
る
」
と
話
し
て
ま
し
た
。

世
界
各
地
で
、
祭
儀
の
際
に
シ
ャ

ー
マ
ン
（
呪
術
者
）
が
目
を
閉
じ
て

集
中
力
を
高
め
る
事
例
が
数
多
く
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。
疑
似
盲
目
状
態

を
つ
く
り
、
霊
を
招
き
寄
せ
る
の
で

す
ね
。
古
今
東
西
、
宗
教
儀
礼
な
ど

で
用
い
ら
れ
る
仮
面
の
視
野
が
極
端

に
狭
い
こ
と
が
、
以
前
か
ら
気
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
能
面
も
そ
う
で
す

ね
。
視
野
を
制
限
す
る
こ
と
で
五
感

が
錬
磨
さ
れ
、
集
中
力
が
増
す
の
で

し
ょ
う
か
。

味
方

能
面
を
着
け
て

う
方
が

集
中
力
は
格
段
に
上
が
り
ま
す
。
た

だ
、
視
界
は
ご
く
小
さ
な
ポ
イ
ン
ト

し
か
見
え
ま
せ
ん
。
能
面
を
着
け
て

周
囲
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
能
面
は

不
自
然
な
角
度
に
な
り
、
演
技
や
姿

勢
は
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
制
約
が

あ
る
こ
と
で
何
か
特
別
な
力
が
宿
る

気
が
し
ま
す
し
、
自
分
の
意
思
で

っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
身
体
が
自
然

に
動
き
、

わ
さ
れ
て
い
る
感
覚
に

も
な
り
ま
す
。

広
瀬

イ
タ
コ
は
首
に
掛
け
た
長

い
数
珠
を
ま
さ
ぐ
り
、
呪
文
を
唱
え

て
ト
ラ
ン
ス
（
忘
我
）
状
態
に
入
り

ま
す
。
触
覚
（
手
）
と
聴
覚
（
声
）

が
目
に
見
え
な
い
世
界
、
霊
界
へ
の

扉
を
開
く
の
で
す
。

味
方

能
「
葵
上
」
で
は
巫
女
が

登
場
し
、
梓

あ
ず
さ

弓
を
弾
き
鳴
ら
し
な
が

ら
神
霊
を
呼
び
出
す
た
め
の
歌
を
歌

い
ま
す
。
梓
弓
は
、
巫
女
が
ト
ラ
ン

ス
状
態
に
な
る
た
め
の
道
具
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

広
瀬

梓
弓
は
触
覚
で
奏
で
、
聴

覚
を
刺
激
す
る
呪
具
で
す
ね
。
「
耳

な
し
芳
一
」
の
怪
談
を
想
起
す
る
ま

で
も
な
く
、弦
楽
器
で
あ
る
琵
琶
も
、

神
霊
を
招
き
寄
せ
る
機
能
を
有
し
て

い
ま
し
た
。

｜
味
方
さ
ん
は
、
室
町
時
代
の
作

品
「
篁

た
か
む
ら」

を
復
曲
さ
せ
ま
し
た
。

味
方

室
町
時
代
に
上
演
記
録
が

あ
り
、
台
本
も
伝
わ
っ
て
い
る
の
に

な
ぜ
長
期
間
、
上
演
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
意
識
か

ら
復
曲
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
室
町
時
代
と
現
代
と
は
上
演

場
所
や
環
境
、
衣
装
な
ど
も
異
な
る

の
で
本
当
の
意
味
で
の
復
活
と
言
え

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
演
目
が

持
っ
て
い
る
本
質
を
現
代
に
ど
う
再

現
し
、
伝
え
て
い
く
か
を
心
掛
け
た

つ
も
り
で
す
。

広
瀬

視
覚
障
害
者
の
職
業
が
多

様
化
し
た

世
紀
に
、
琵
琶
法
師
や

瞽
女
の
後
継
者
不
在
は
「
歴
史
の
進

歩
」
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
今
は
「
障
害
者
も
健
常
者
と
同

じ
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
価
値
観
が

主
流
で
、
そ
ん
な
意
識
を
持
つ
当
事

者
が
増
え
て
い
ま
す
。
琵
琶
法
師
の

精
神
、
目
に
見
え
な
い
世
界
を
大
事

に
す
る
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
の
が

自
ら
の
役
割
か
な
、
と
考
え
て
い
ま

す
。味

方

芸
能
を
伝
え
て
い
く
に

は
、
ま
ず
自
分
た
ち
が
生
き
生
き
と

新
鮮
に

台
で
演
じ
、
若
い
世
代
の

人
た
ち
が
や
り
た
い
、
見
た
い
と
思

う
魅
力
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
と
考

え
ま
す
。あ
く
ま
で
も
間
口
は
広
く
、

し
か
し
芸
能
の
持
つ
空
気
感
を
、
肌

で
感
じ
て
も
ら
え
る
機
会
を
で
き
る

だ
け
多
く
つ
く
っ
て
い
き
た
い
、
と

考
え
て
い
ま
す
。

‖
次
回
は
９
月
上
旬
掲
載
予
定

能
面
を
試
着
す
る
広
瀬
浩
二
郎
さ
ん
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