
文
明
開
化
と
長
唄

―
―
「
靱
猿
」
を
中
心
に

細

谷

朋

子

は
じ
め
に

歌
舞
伎
舞
踊
の
伴
奏
音
楽
と
し
て
発
達
し
た
長
唄
は
、
そ
の
演
奏
形
態
を

維
持
し
つ
つ
、
文
化
文
政
期
に
至
っ
て
舞
踊
か
ら
離
れ
た
鑑
賞
用
の
素
唄

（
お
座
敷
長
唄
）
に
発
展
し
た
。
素
唄
の
誕
生
は
芝
居
演
目
に
よ
る
制
約
か

ら
の
脱
却
を
意
味
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
末
に
は
役
者
の
所
作
や
せ
り
ふ
に

縛
ら
れ
な
い
多
彩
な
節
附
や
詞
章
を
持
つ
長
唄
が
生
ま
れ
た
。

幕
末
は
ま
た
、
優
れ
た
作
曲
家
に
恵
ま
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
十
一
代

目
杵
屋
六
左
衛
門
（
後
の
三
代
目
杵
屋
勘
五
郎
）、
二
代
目
杵
屋
勝
三
郎
に

加
え
て
、
後
に
「
元
禄
風
花
見
踊
」「
春
興
鏡
獅
子
」
な
ど
の
名（
１
）曲で
明
治

の
劇
場
音
楽
を
牽
引
し
て
ゆ
く
三
代
目
杵
屋
正
次
郎
が
、
安
政
六
年
（
一
八

五
九
）
に
勝
三
郎
と
の
合
作
に
よ
る
「
菖
蒲
浴
衣
」「
喜
三
の
庭
」
を
発
表

し
た
こ
と
で
、
こ
こ
に
後
世
「
作
曲
の
三
傑
」
と
称
さ
れ
る
三
人
が
出
揃
っ

た
。こ

の
よ
う
に
質
・
量
と
も
に
全
盛
の
中
で
明
治
初
年
を
迎
え
た
長
唄
に
、

文
明
開
化
の
風
は
ま
ず
逆
風
と
し
て
吹
い
た
。

新
時
代
に
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
は
、
長
唄
を
は
じ
め
と
す
る

三
味
線
音
曲
が
男
女
の
情
や
廓
の
風
俗
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

明
治
初
年
に
お
け
る
諸
芸
能
の
様
相
は
倉
田
喜
弘
氏
の
研
究
に
詳
し
く
、

倉
田
氏
は
「
国
家
に
益
な
き
遊
芸
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
当
時
の
新
国

家
の
芸
能
観
を
示
し
て
い（
２
）る。
明
治
五
年
、
教
部
省
は
諸
芸
能
を
管
轄
下
に

置
く
旨
の
布
達
を
出
し
、
芸
能
を
民
衆
教
化
の
一
助
に
し
よ
う
と
試
み
た
。

こ
の
布
達
に
よ
っ
て
道
な
ら
ぬ
恋
や
悪
行
・
犯
罪
を
扱
う
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃

は
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
。
歌
舞
伎
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
三

味
線
音
曲
、
中
で
も
男
女
の
情
事
を
直
截
に
詞
章
に
表
す
常
磐
津
や
清
元
と

い
っ
た
端
唄
の
類
に
対
し
て
は
、
国
家
の
み
な
ら
ず
誕
生
し
た
ば
か
り
の
新

聞
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
世
論
ま
で
も
が
、
排
斥
論
を
激
し
く
展
開
し
た
。

端
唄
類
と
比
し
て
三
味
線
音
曲
の
中
で
は
上
位
に
置
か
れ
て
い
た
長（
３
）唄に

と
っ
て
も
、
も
は
や
安
穏
と
し
て
い
ら
れ
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
。「
東
京

日
日
新
聞
」
に
お
い
て
三
味
線
擁
護
論
を
展
開
し
た
福
地
桜
痴
で
さ
え
、
三

味
線
音
曲
の
堕
落
は
浄
瑠
璃
作
者
の
劣
化
に
起
因
す
る
と
主
張
す
る
に
と
ど

ま
り
、
三
味
線
音
曲
の
価
値
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ（
４
）る。
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こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
長
唄
は
ど
の
よ
う
な
曲
を
世
に
問
う
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
開
曲
の
素
唄
で
あ
る
長
唄

「
靱
猿
」
を
取
り
上
げ
、
同
曲
か
ら
見
え
る
明
治
初
年
の
長
唄
の
様
相
に
つ

い
て
考
察
を
試
み
る
。
長
唄
「
靱
猿
」
は
そ
の
成
立
背
景
や
吾
妻
能
狂
言
と

の
関
わ
り
に
お
い
て
明
治
初
年
の
長
唄
を
象
徴
す
る
曲
と
言
え
、
ま
た
そ
の

詞
章
か
ら
も
、
変
動
の
時
を
生
き
た
江
戸
文
化
人
の
自
意
識
が
伺
え
る
も
の

で
あ
る
。

な
お
本
稿
に
引
用
す
る
長
唄
「
靱
猿
」「
梅
の
栄
」
の
詞
章
は
早
稲
田
大

学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
正
本
を
用
い
た
。
仮
名
遣
い
、
読
み
の
表
記
は
原
典

通
り
と
し
、
一
部
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

一
�
長
唄
「
靱
猿
」
に
つ
い
て

長
唄
「
靱
猿
」
の
作
曲
者
で
あ
る
二
代
目
杵
屋
勝
三
郎
は
幕
末
か
ら
明
治

を
代
表
す
る
長
唄
三
味
線
方
の
一
人
で
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
「
軒

端
の
松
」
以
降
多
く
の
名
曲
を
世
に
出
し
た
。
森
鷗
外
『
澀
江
抽
斎
』
に
も

紹
介
さ
れ
る
「
馬
場
の
鬼
勝
」
の
異
名
は
、疱
瘡
跡
の
残
る
容
貌
か
ら
と
も
、

卓
越
し
た
演
奏
技
術
が
鬼
神
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
伝
わ
る
。
稀
音
家

義
丸
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
「
靱
猿
」
を
作
曲
し
た
明
治
二
年
は
市
村
座
を
三

代
目
杵
屋
正
次
郎
に
ま
か
せ
て
芝
居
を
退
い
た（
５
）年で
、
そ
れ
以
降
は
後
述
す

る
吾
妻
能
狂
言
に
活
動
の
中
心
を
移
し
た
。

作
詞
者
の
名
と
し
て
は
一
般
に
「
稲
垣
抱
節
」
と
い
う
名
が
伝
わ
る
が
、

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
範
囲
で
は
前
述
の

正
本
内
題
下
に
「
抱
節

述
」
の
記
述
が
あ
り
、
ま
た
『
日
本
舞
踊
全
集
』

（
日
本
舞
踊
社
、
一
九
七
七
〜
一
九
八
八
）「
靱
猿
」
の
解
説
に

東
京
新
川
の
酒
問
屋
だ
っ
た
原
島
彦
七
氏
の
伯
父
で
大
通
だ
っ
た
稲
垣

と
い
う
人
だ
と
、
原
島
氏
に
聞
い
た
の
に
、
記
録
を
焼
失
し
ま
し
た

と
あ
る
の
を
確
認
す
る
に
留
ま（
６
）る。

長
唄
「
靱
猿
」
は
曲
名
の
通
り
、
狂
言
「
靱
猿
」
を
原
拠
と
す
る
作
品
で

あ
る
。
長
大
で
あ
る
た
め
こ
こ
に
全
詞
章
を
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

正
本
表
紙
に
「
唄
浄
瑠
璃
」
と
あ
る
よ
う
に
狂
言
の
あ
ら
す
じ
を
ほ
ぼ
踏
襲

し
て
お
り
、
唄
い
も
の
で
あ
る
長
唄
の
中
で
は
物
語
性
の
強
い
作
品
と
言
え

る
。原

拠
と
な
っ
た
狂
言
「
靱
猿
」
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

遊
山
に
出
か
け
た
大
名
と
太
郎
冠
者
が
、
小
猿
を
と
も
な
っ
た
猿
引
に
出

会
う
。
大
名
は
自
分
の
靱
（
矢
入
れ
）
に
張
る
た
め
に
小
猿
の
皮
を
所
望
す

る
。
猿
引
は
断
る
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
泣
く
泣
く
小
猿
を
殺
す
た
め
に
急

所
を
鞭
で
打
と
う
と
す
る
。
鞭
が
振
り
あ
げ
ら
れ
た
の
を
見
た
小
猿
が
殺
さ

れ
る
と
は
知
ら
ず
、
い
つ
も
の
よ
う
に
舟
を
漕
ぐ
真
似
を
す
る
と
、
哀
れ
に

感
じ
た
大
名
は
猿
と
猿
引
を
許
す
。
猿
引
が
お
礼
に
猿
を
舞
わ
せ
る
と
、
大

名
も
つ
ら
れ
て
猿
を
真
似
て
滑
稽
に
舞
う
。

長
唄
で
は
以
上
の
内
容
の
前
に
、
�
唄
い
起
こ
し
と
し
て
靱
と
猿
の
由
来

を
述
べ
て
い
る
点
、
�
物
語
の
舞
台
を
春
の
隅
田
川
岸
に
設
定
し
、
そ
の
序

章
と
し
て
秋
か
ら
冬
を
叙
景
し
て
い
る
点
で
狂
言
と
異
な
る
が
、
大
名
と
猿

引
が
出
会
っ
て
か
ら
の
展
開
は
概
ね
狂
言
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

長
唄
「
靱
猿
」
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
成
立
し
た

邦
楽
諸
曲
に
見
ら
れ
る
狂
言
「
靱
猿
」
の
影
響
を
整
理
し
た
い
。

狂
言
「
靱
猿
」
の
影
響
を
受
け
た
邦
楽
諸
作
品
は
、
主
に
二
つ
の
系
統
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
狂
言
の
筋
書
き
は
採
ら
ず
、
猿

引
が
小
猿
に
舞
わ
せ
る
「
猿
唄
」
の
要
素
の
み
を
伝
え
る
作
品
群
と
、
②
狂
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言
の
筋
書
き
、
つ
ま
り
小
猿
を
め
ぐ
る
大
名
と
猿
引
の
物
語
を
引
き
継
ぐ
作

品
群
で
あ
る
。

①
猿
唄
の
要
素
を
引
き
継
ぐ
作
品
は
、
近
世
期
の
長
唄
に
散
見
す
る
。

猿
唄
と
は
、
狂
言
の
終
盤
で
猿
引
が
小
猿
に
芸
を
さ
せ
る
場
面
の
詞
章
で

あ
る
。
狂
言
諸
流
派
に
よ
っ
て
若
干
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、「
ま
さ
る
め

で
た
き
能
仕
る
」
の
口
上
の
後
、
祝
い
言
葉
の
小
舞
、
春
駒
、
馬
揃
え
、
獅

子
と
猿
の
由
来
な
ど
を
述
べ
る
文
句
が
続
き
、
ま
た
随
所
に
風
流
踊
り
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
ひ
ん
だ
踊
り
の
詞
章
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

佐
々
木
聖
佳
氏
は
論
考
の
中
で
、
ひ
ん
だ
踊
り
が
、
当
時
実
際
に
猿
芸
と

し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
契
機
に
狂
言
「
靱
猿
」
に
取
り
込
ま
れ
た
可

能
性
を
示
し
、
狂
言
「
靱
猿
」
を
通
じ
て
「
ひ
ん
だ
踊
り＝

猿
唄
」
と
い
う

認
識
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い（
７
）る。
即
ち
、
ひ
ん
だ
踊
り
は
田
植
え
や

船
出
の
小
唄
を
組
歌
に
し
た
も
の
で
、
文
言
の
上
か
ら
猿
を
連
想
さ
せ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
猿
芸
を
象
徴
す
る
唄
と
し
て
後
世
に
広
く
残
っ
た
の

は
、
狂
言
「
靱
猿
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
猿
唄
を

利
用
し
た
長
唄
作
品
と
し
て
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
江
戸
河
原
崎
座
初

し
か
く
ば
し
ら
さ
る
の
く
せ
ま
い

げ

き

演
の
「
三
升
猿
曲
舞
」、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
開
曲
の
素
唄
「
外
記

ぶ
し

さ
る

節

猿
」（
通
称
「
外
記
猿
」）
な
ど
が
あ（
８
）る。

一
方
、
②
大
名
と
猿
引
の
物
語
を
引
き
継
ぐ
作
品
は
、
そ
の
性
格
上
「
語

り
物
」
で
あ
る
浄
瑠
璃
の
類
に
多
く
生
ま
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
先
行
研

（
９
）究に
報
告
が
あ
る
た
め
こ
こ
に
繰
り
返
さ
な
い
が
、
江
戸
に
お
け
る
舞
踊
化

の
最
初
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
江
戸
中
村
座
初
演
の
常
磐
津
「
寿
靱

猿
」
で
あ
る
。
唄
本
に
残
る
詞
章
を
見
て
も
、
こ
の
時
点
で
は
概
ね
狂
言
の

通
り
の
上
演
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
下
っ
て
天
保
九
年
（
一
八
三

ぎ

ん

せ
か
い
き
ご
と
の
か
ほ
み
せ

八
）
江
戸
市
村
座
の
顔
見
世
興
行
の
「
白
籏
世
界
樹
樹
鏡
」
四
音
初
演

「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」
で
は
、
大
名
を
女
大
名
三
芳
野
、
太
郎
冠
者
を
奴
橘

平
と
し
て
、
女
大
名
の
ク
ド
キ
に
都
々
逸
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、『
邦
楽
舞

踊
辞
典
』
に
「
全
体
に
天
保
度
の
江
戸
泰
平
気
分
が
よ
く
表
れ
て
い
る
」
と

評
さ
れ
る
よ
う
な
大
幅
な
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
の
大
筋
を
と
り
つ

つ
も
、
物
語
よ
り
そ
の
趣
向
の
摂
取
に
重
き
を
置
い
た
作
品
と
言
え
よ
う
。

現
行
の
歌
舞
伎
や
日
本
舞
踊
の
公
演
で
上
演
さ
れ
る
「
靱
猿
」
は
こ
の
「
花

舞
台
霞
の
猿
曳
」
で
あ
り
、
西
形
節
子
氏
は
同
曲
の
解
説
で
「
当
時
、
能
狂

言
の
「
靱
猿
」
の
筋
が
、
か
な
り
浸
透
し
、
喜
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る（

１０
）が、
や
や
遅
れ
て
成
立
し
た
長
唄
「
靱
猿
」
も
、
以
上
の
諸
作
品

に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
先
行
作
品
と
比
較
し
て
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
狂
言
摂
取
の

方
法
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
指
摘
し
得
る
だ
ろ
う
か
。

髙
橋
喜
一
氏
は
原
拠
で
あ
る
狂
言
「
靱
猿
」
の
原
始
的
な
内
容
に
つ
い
て

「
狂
言
で
あ
る
以
上
は
、猿
の
芸
だ
け
で
は
成
り
立
た
ず
、後
半
の
部
分
（
筆

者
注：

大
名
が
小
猿
を
真
似
て
踊
る
こ
と
）
が
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い（

１１
）る。
ま
た
大
名
が
猿
を
真
似
る
だ
け
で
な
く
、
猿
そ
の
も

の
の
よ
う
に
猿
引
に
引
か
れ
て
退
場
す
る
と
い
う
演
出
に
つ
い
て
「
権
威
を

持
つ
者
に
猿
の
真
似
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
引
き
は
が
し

て
し
ま
う
と
い
う
」
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
々
木
氏
も

前
掲
論
文
に
お
い
て
狂
言
諸
本
の
詞
章
を
精
査
す
る
中
で
、
猿
唄
の
記
載
が

な
い
天
正
狂
言
本
に
つ
い
て
も
「
何
ら
か
の
猿
の
芸
は
行
わ
れ
、
大
名
が
そ

れ
を
真
似
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
っ
た
」
と
推
考
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論

に
従
え
ば
、
狂
言
「
靱
猿
」
の
眼
目
は
権
威
あ
る
大
名
の
滑
稽
化
に
あ
り
、

そ
の
直
前
に
置
か
れ
る
猿
唄
に
は
、
大
名
の
猿
真
似
を
導
く
布
石
と
し
て
の

性
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
が
長
唄
「
靱
猿
」
で
は
、
大
名
が
猿
を
真
似
る
く
だ
り
は
一
切
描

か
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
名
は
猿
引
を
許
す
言
葉
を
最
後
に
詞
章
か

ら
姿
を
消
し
、
再
び
登
場
し
な
い
。

次
に
示
す
の
は
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
猿
唄
か
ら
結
び
に
か
け
て
の
詞
章
で

あ
る
。

さ
る

ま
ゐ

ご

ち
ぎ
や
う

の
う

�
エ
ヽ
イ

猿
が
参
つ
て
こ
な
た
の
御
知
行

ま
さ
る
め
で
た
き
能

つ
か
ま
つ

さ
る

さ
ん
の
う

め

で

て
ん

た
か
ら

ふ

仕
る

猿
ハ
山
王
ま
さ
る
め
で
た
き
目
出
た
さ
よ

天
よ
り
宝
が
降

く
だ

そ
う
じ
や
う

あ
や

せ
ん
だ
ん
に
し
き

せ
ん
だ
ん

か
ら
お
り
も
の

ち

り
下
つ
て

増
生
す
れ
バ

綾
や
千
反
錦
や
千
反

唐
織
物
よ

地

こ
が
ね

は
な

さ
き

げ
に
ゆ
た
か

と
き

に
は
黄
金
の

花
が
咲
候

実
豊
な
る
時
な
れ
や

げ
に
ゆ
た
か
な

と
き

る
時
な
れ
やわれ

ら

お
い
と
ま

も
と
き

み
ち

か
へ

は
な

�
さ
ら
ば
我
等
ハ
御
暇
と

元
来
し
道
へ
帰
ら
ん
と

花
を
見
す

か
へ

か
り

そ
ら

た
か
ね

ふ

じ
つ
く
ば

な

す

だ

は
る

ゆ
う

て
ゝ
帰
る
雁

空
も
高
根
の
不
二
筑
波

名
に
あ
ふ
隅
田
の
春
の
夕

け
し
き

こ
こ

と
ゞ

と
ゞ

景
色
を
爰
に
止
め
け
り

け
し
き
を
こ
こ
に
止
め
け
り

狂
言
と
比
し
て
簡
略
化
さ
れ
た
猿
唄
の
後
は
、
猿
引
が
小
猿
と
と
も
に
帰

路
に
就
く
場
面
が
描
写
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

先
行
す
る
常
磐
津
「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
大
幅

な
改
変
を
施
し
な
が
ら
も
、
狂
言
に
お
い
て
大
名
が
猿
の
真
似
を
す
る
場
面

と
同
じ
箇
所
に
女
大
名
の
ク
ド
キ
を
挿
入
し
て
お
り
、
構
成
の
上
で
は
狂
言

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
か
ら
、大
名
の
猿
真
似
の
省
略
は
長
唄
「
靱
猿
」

独
自
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。

長
唄
「
靱
猿
」
の
焦
点
は
猿
引
が
本
意
な
く
小
猿
を
殺
そ
う
と
す
る
愁
嘆

場
に
集
約
さ
れ
る
。満
開
の
桜
の
下
で
紡
が
れ
る
猿
引
と
小
猿
の
ド
ラ
マ
は
、

大
名
の
無
体
な
要
求
に
対
す
る
哀
切
か
ら
一
転
命
を
許
さ
れ
た
歓
喜
に
展
開

す
る
。
猿
芸
を
経
て
帰
路
に
就
く
ま
で
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
は
終
始
猿
引
と

小
猿
に
あ
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
世
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
邦
楽
諸
作
品
を
概
観
す
る
と
、狂
言
「
靱
猿
」

の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
、
諸
作
品
に
分
化
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
長
唄
「
外
記
猿
」
は
猿
芸
を
、
常
磐
津
「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」
は

狂
言
の
趣
向
を
引
き
継
ぎ
、
長
唄
「
靱
猿
」
は
狂
言
か
ら
猿
と
猿
引
の
身
に

起
き
た
ド
ラ
マ
を
抽
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
�
謡
曲
も
の
の
流
行
と
吾
妻
能
狂
言
の
実
際

長
唄
「
靱
猿
」
成
立
の
背
景
に
は
、
当
時
の
長
唄
を
席
巻
し
て
い
た
謡
曲

も
の
の
流
行
が
指
摘
で
き
る
。

長
唄
「
靱
猿
」
の
開
曲
前
後
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
、謡
曲
・

狂
言
が
盛
ん
に
長
唄
に
流
入
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
元
来
長
唄
は
歌
舞
伎
舞

踊
と
不
離
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
舞
伎
作
品
の
典
拠
で
あ
る
謡
曲
の
影
響

は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
松
葉
目
も
の
の
最
初
で
あ
る
「
勧
進（

１２
）帳」

の
成
立
（
天
保
十
一
年
〔
一
八
四
〇
〕）
以
降
、
そ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
に

な
っ
た
。
謡
曲
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
長
唄
の
歌
詞
と
し
、
節
附
の
み
を
新
た
に

作
曲
し
た
「
長
唄
化
し
た
謡
曲
」
と
言
う
べ
き
作
品
も
数
々
作
ら
れ
た
。
こ

の
頃
の
節
附
に
「
本
調
子
↓
二
上
り
↓
本
調
子
」
と
い
う
旋
律
変
化
を
持
つ

作
品
が
多
い
の
も
謡
曲
も
の
の
流
行
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
狂
言
を
原

わ
か
み
ど
り
す
ゑ
ひ
ろ
が
り

拠
と
す
る
作
品
に
も
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
「
稚
美
鳥
末
広
（
１３
）」が
あ

り
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
誕
生
も
こ
う
い
っ
た
謡
曲
趣
味
の
時
好
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

長
唄
の
謡
曲
へ
の
接
近
は
明
治
に
入
る
と
詞
章
上
の
範
疇
を
越
え
て
、
能

楽
と
の
一
時
的
な
融
合
に
ま
で
発
展
す
る
。
日
吉
吉
左
衛
門
を
催
主
と
す
る

吾
妻
能
狂
言
の
興
行
が
そ
れ
で
あ
る
。
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吾
妻
能
狂
言
は
、
明
治
初
年
の
能
楽
衰
退
に
危
機
感
を
抱
い
た
一
部
の
能

楽
者
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
新
し
い
芸
能
で
あ
る
。
残
存
す
る
資
料
に
乏
し

く
正
確
な
年
代
は
分
か
ら
な
い
が
、
一
般
に
明
治
二
、
三
年
頃
に
始
ま
り
、

能
楽
の
復
興
に
交
代
す
る
か
た
ち
で
明
治
十
年
代
後
半
に
衰
退
し
た
と
見
ら

れ
て
い
る
。
吾
妻
能
狂
言
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
芸
能
で
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
、
先
行
論
が
述
べ
る
様
相
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
小
林
責
氏
は

は
じ
め
は
真
面
目
な
能
楽
を
演
じ
て
い
た
が
、
間
も
な
く
鏡
板
を
後
に

引
き
、
す
べ
て
三
味
線
音
楽
の
出
囃
子
に
よ
る
能
楽
と
江
戸
舞
踊
の
折

衷
形
式
と
な
っ
た

と（
１４
）し、
ま
た
飯
塚
恵
理
人
氏
は

こ
れ
ら
の
芸
能
の
大
き
な
特
徴
は
芸
妓
・
踊
り
師
匠
な
ど
の
女
性
が
男

性
と
と
も
に
舞
台
を
勤
め
る
こ
と
と
、
囃
子
に
三
味
線
が
入
る
こ
と
で

あ
る
。
基
本
的
に
は
日
本
舞
踊
の
興
行
と
考
え
て
よ
い

と
述
べ
て
い（

１５
）る。

い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
従
来
の
能
楽
に
三
味
線
が
参
加
し
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
三
味
線
音
曲
と
の
融
合
は
、
能
楽
に
と
っ
て
は
大
衆
化

を
図
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
反
対
に
、
三
味
線
音
曲

に
と
っ
て
、
吾
妻
能
狂
言
へ
の
参
加
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
、
吾
妻
能
狂
言
の
上
演

の
実
態
に
つ
い
て
整
理
し
、
三
味
線
音
曲
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
吾
妻
能
狂
言
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
考
え
た
い
。『
明
治
の
能
楽
（
一
）』

（
倉
田
喜
弘
編
著
、
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
一
九
九
四
）
に
収
録
さ
れ
る

新
聞
記
事
か
ら
、
吾
妻
能
狂
言
の
実
態
を
類
推
し
て
み
よ
う
。

（
マ
マ
）

Ａ
日
を
撰
み
吉
日
と
し
て
新
ら
し
く
聞
く
ぶ
た
ひ
の
古
き
を
削
り

竹

か
わ

い
と

と
鼓
と
に
線
を
さ
す
新
作
吾
妻
能
狂
言
両
日
興
行

（
中
略
）

東
京
浅
草
御
蔵
前
須
賀
橋
際

元
天
文
原
福
富
町

日
吉
吉
左
衛
門
新

宅
に
お
ゐ
て
晴
雨
共
催
す

吾
妻
狂
言
起
立

日
吉
吉
左
衛
門

連

中

明
治
六
年
十
月
八
日
「
公
文
通
誌
」
に
載
る
広
告
は
、
吾
妻
能
狂
言
が
能

楽
の
囃
子
に
三
味
線
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
従
来
の
能
楽
の
囃
子
で
あ
る
四
拍
子
と
地
謡

に
、
三
味
線
が
ど
の
よ
う
な
形
で
参
加
し
た
の
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。

Ｂ
浅
草
天
文
原
の
日
吉
吉
左
衛
門
、
例
の
吾
妻
狂
言
を
本
日
十
日
よ
り

興
行
す
。
長
歌
、
常
磐
津
、
清
元
、
富
本
、
一
中
ぶ
し
に
は
菅
野
、
宇

治
の
輩
、
秘
曲
を
尽
し
能
狂
言
に
合
調
し
日
々
番
組
を
取
替
て
衆
観
に

供
ふ
と
い
へ
り
に

（
明
治
八
年
〔
一
八
七
五
〕
二
月
五
日
「
郵
便
報
知
新
聞
」）

Ｃ
吾
妻
能
興
行
場
・
浅
草
福
富
町
日
吉
吉
左
エ
門
は
久
し
く
休
場
の
処
、

来
十
月
一
日
よ
り
新
作
の
伝
授
物
へ
秘
曲
の
長
唄
、浄
瑠
璃
を
打
合
せ
、

見
倦
き
ぬ
工
夫
に
開
業
す
る
こ
と
に
て
そ
ふ
ろ
ふ

（
明
治
九
年
〔
一
八
七
六
〕
九
月
十
四
日
「
郵
便
報
知
新
聞
」）

Ｂ
の
「
合
調
し
」、
Ｃ
の
「
打
合
せ
」
と
言
う
語
を
見
る
と
、
能
楽
の
囃

子
に
三
味
線
が
装
飾
的
に
加
わ
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
三
味
線
音
曲
を
能

楽
に
適
す
る
よ
う
に
編
曲
、
あ
る
い
は
新
た
に
作
曲
し
た
と
考
え
る
方
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
一
演
目
の
中
で
能
狂
言
と
三
味
線
音
曲
が
融

合
し
た
も
の
」
が
、
吾
妻
能
狂
言
の
基
本
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
Ｂ
か
ら
は
、

長
唄
に
限
ら
ず
、
常
磐
津
・
清
元
な
ど
実
に
様
々
な
三
味
線
音
曲
が
吾
妻
能

狂
言
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
Ｃ
の
「
見
倦
き
ぬ
工
夫
」
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も
、
吾
妻
能
狂
言
の
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

Ｄ
此
た
び
神
田
万
世
ば
し
内
に
て
、
吾
妻
能
を
は
じ
め
合
の
狂
言
に
は

長
唄
、
浄
瑠
璃
な
ど
も
交
ぜ
て
面
白
い
趣
向
に
と
り
仕
組
、
芳
原
の
男

芸
者
た
ち
も
茶
番
の
や
う
な
こ
と
を
い
た
す
と
い
ふ

（
明
治
八
年
三
月
一
日
「
読
売
新
聞
」）

Ｄ
の
記
事
か
ら
は
、先
に
示
し
た
基
本
的
形
態
の
「
吾
妻
能
」
と
は
別
に
、

目
先
を
変
え
る
趣
向
の
一
つ
と
し
て
「
合
の
狂
言
に
長
唄
、
浄
瑠
璃
」
を
交

ぜ
、
さ
ら
に
は
吉
原
の
幇
間
に
よ
る
余
興
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。「
吾
妻
能
」
と
区
別
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
長
唄
や
浄

瑠
璃
を
取
り
交
ぜ
た
「
合
の
狂
言
」
は
吾
妻
能
よ
り
も
よ
り
長
唄
色
・
浄
瑠

璃
色
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
番
組
を
構
成
す
る
演
目
に
変
化

を
持
た
せ
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
も
「
見
倦
き
ぬ
工
夫
」
の
ひ
と
つ
で
あ

ろ
う
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
番
組
編
成
で
世
間
の
耳
目
を
集
め
よ
う
と
し

て
い
た
吾
妻
能
狂
言
の
姿
勢
が
伺
え
る
記
事
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ

う
な
工
夫
は
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
た
。明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

三
月
十
六
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」
に
寄
せ
ら
れ
た
投
書
は
、
吾
妻
能
狂
言

が
趣
向
の
一
つ
と
し
て
柳
橋
芸
妓
の
出
演
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

「
若
果
し
て
実
な
ら
ば
能
役
者
の
大
な
る
失
体
と
云
べ
く
、
弥
無
能
無
益
の

お
と
ろ
え

賤
業
に
陥
り
江
湖
の
唾
棄
す
る
処
と
な
り
、
益
衰
微
を
招
く
な
る
べ
し
」
と

い
う
厳
し
い
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。

三
味
線
音
曲
の
立
場
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
に
も
注
目
し
た
い
。

Ｅ
桶
町
弐
丁
目
に
住
せ
る
鈴
木
秀
造
な
る
者
発
意
に
て
、
此
度
、
府
下

（
マ
マ
）

絃
歌
糸
竹
の
巨
擘
・
巧
手
と
称
す
る
を
集
募
し
、
浅
草
須
賀
橋
際
三
吉

左
衛
門
宅
に
於
て
日
数
十
二
日
の
間
、
各
其
技
を
奏
せ
し
め
衆
聴
に
供

せ
ん
事
を
庁
へ
請
し
に
、
去
る
二
十
三
日
其
允
を
得
た
れ
ば
、
営
繕
竣

功
次
第
、
不
日
に
開
業
す
る
と
云
ふ

（
明
治
七
年
八
月
二
十
七
日
「
郵
便
報
知
新
聞
」）

Ｆ
浅
草
蔵
前
通
り
須
賀
橋
際
西
へ
入
ル
地
吾
妻
狂
言
ノ
鼻
祖
日
吉
吉
左

（
マ
マ
）

衛
門
宅
ニ
於
テ
、
鈴
木
透
造
と
云
ル
好
事
家
催
司
ト
ナ
リ
本
月
一
日
ヨ

リ
十
二
日
ノ
間
、
府
下
遊
芸
の
基
家
ヲ
湊
迎
シ
一
家
一
曲
ヲ
限
リ
諸
芸

大
集
イ
開
莚
ア
リ
。（
中
略
）
大
薩
摩
、
常
磐
津
、
富
本
、
清
元
、
長

唄
、
荻
江
、
都
、
菅
野
、
京
坂
唄
、
歌
沢
、
竹
豊
の
院
曲
、
此
他
尺
八
、

琴
、
胡
弓
、
野
呂
間
人
形
、
能
狂
言
。
此
ハ
此
ア
タ
リ
ニ
隠
レ
モ
ナ
イ

大
莚
デ
ゴ
ザ
ル
。（
後
略
）

（「
横
浜
毎
日
新
聞
」
明
治
七
年
十
二
月
七
日
）

こ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
吾
妻
能
狂
言
の
主
要
会
場
で
あ
っ
た
日
吉
吉

左
衛
門
宅
に
お
い
て
催
さ
れ
た
諸
芸
能
の
演
奏
会
で
あ
る
。
こ
の
催
し
は
、

通
常
の
吾
妻
能
狂
言
で
は
伴
奏
者
で
あ
る
演
奏
家
を
主
役
に
据
え
た
興
行
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
吾
妻
能
狂
言
の
傍
流
に
位
置
づ
け
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

Ｆ
の
演
奏
会
の
出
演
者
は
、
明
治
七
年
十
一
月
二
十
九
日
「
郵
便
報
知
新

聞
」
記
事
で
確
認
で
き
る
。

Ｇ
吾
妻
能
狂
言

日
吉
吉
左
衛
門

長
唄

芳
村
伊
三
郎

杵
屋
勝
三
郎

は
や
し
藤
舎
呂
船

○
三
曲

中
島
法
師

山
沢
法
師

平
岡
東
千

中
島
島
寿

○
荻
江
節

露
友

○
上
方
唄

勝
田
兼

石
村
為
和

井
村
浜

○
富
本

太
夫
豊
洲

○
一
中

都
一
中

菅
野
序
遊

宇
治
紫
文

○
尺
八

荒
木
古
童

○
儀
太
夫

豊
竹
岡
太
夫

豊
竹
時
太
夫

豊
竹
三
光
斎

花
沢
伊
左

衛
門

○
長
唄

杵
屋
六
左
衛
門

○
薗
八
節

宮
園
其
代

宮
園
千
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（
マ
マ
）

花

官
園
千
蝶

○
清
元

延
寿
太
夫

○
能
間
人
形

野
呂
松
柴
路

辻
錦
野

奥
山
琴
雅

野
呂
松
亀
遊

○

歌
沢

太
夫
芝
金

（
後

略
）

（
明
治
七
年
十
一
月
二
十
九
日
「
郵
便
報
知
新
聞
」）

さ
ぞ
や
聴
き
応
え
の
あ
る
演
奏
会
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
長
唄
の
杵
屋

六
左
衛
門
、
荻
江
節
の
荻
江
露
友
、
清
元
の
清
元
延
寿
太
夫
な
ど
、
三
味
線

音
曲
か
ら
の
出
演
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
界
の
宗
家
・
家
元
で
あ
っ
た
。

吾
妻
能
狂
言
の
興
行
に
、
各
分
野
の
大
家
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
三

味
線
音
曲
の
吾
妻
能
狂
言
に
対
す
る
積
極
的
態
度
を
示
し
て
い
る
。
三
味
線

音
曲
の
諸
流
派
は
、
能
楽
へ
の
助
力
と
い
う
消
極
的
な
態
度
で
は
な
く
、
能

楽
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
て
、
各
流
派
の
家
元
が
中
心
と
な
っ
て
積
極
的
に

吾
妻
能
狂
言
と
い
う
新
芸
能
に
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

先
に
触
れ
た
通
り
、
明
治
初
年
は
三
味
線
音
曲
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で

あ
っ
た
。

倉
田
喜
弘
氏
は
先
に
掲
げ
た
著
書
の
中
で
、
広
島
な
ど
の
地
方
で
は
世
論

を
受
け
て
一
時
的
に
三
味
線
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い

（
１６
）る。
東
京
で
発
刊
さ
れ
た
新
聞
に
も

三
味
線
と
い
ふ
も
の
は
音
楽
の
中
の
一
つ
で
、
音
楽
と
い
ふ
も
の
は
各

国
に
あ
る
も
の
ゆ
ゑ
、
し
ひ
て
悪
ひ
と
い
ふ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

東
京
で
習
ふ
の
は
音
楽
で
な
く
淫
学
で
あ
り
ま
す

（
明
治
八
年
五
月
三
十
日
「
読
売
新
聞
」）

と
い
っ
た
投
書
が
多
く
あ
り
、
三
味
線
音
曲
に
対
す
る
風
当
た
り
は
日
増
し

に
強
く
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
長
唄
の
み
が
三
味
線
音
曲
の

中
で
は
上
品
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
こ

そ
が
、
幕
末
か
ら
の
謡
曲
と
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
。

な
が
う
た

う
た
い

長
唄
は
源
を
謡
曲
に
取
り
た
る
を
以
て
、
江
湖
の
衆
論
に
於
て
歌
曲
中

つ

の
上
等
な
る
品
位
を
占
め
、
琴
歌
、
京
歌
に
亜
ぐ
べ
き
者
と
定
め
た
り
。

と
は
、先
に
紹
介
し
た
福
地
桜
痴
の
三
味
線
擁
護
論
中
に
あ
る
一
文
で
あ
る
。

桜
痴
自
身
は
後
に
続
く
文
で
こ
の
説
に
同
意
し
て
い
な
い
立
場
を
言
外
に
匂

わ
せ
て
い
る
が
、謡
曲
の
詞
章
を
利
用
し
て
い
る
か
ら
長
唄
は
上
品
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
が
世
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
を
見
れ
ば
近
世
期

の
長
唄
詞
章
に
も
低
俗
・
卑
俗
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
も
の
は
散
見
す
る
。

し
か
し
幕
末
か
ら
の
謡
曲
と
の
接
近
は
、
そ
れ
を
覆
い
隠
す
の
に
十
分
で

あ
っ
た
。

批
判
の
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
そ
の
他
の
三
味
線
音
曲
と
し
て
は
、

吾
妻
能
狂
言
へ
の
参
加
は
、
批
判
の
矛
先
を
か
わ
す
た
め
に
絶
好
の
機
会
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
吾
妻
能
狂
言
は
、
能
楽
か
ら
は
大
衆
化
、
三
味
線
諸
流
派

に
お
い
て
は
高
尚
化
と
い
う
全
く
異
な
る
目
的
が
交
差
し
て
生
ま
れ
た
新
芸

能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

長
唄
「
靱
猿
」
の
作
曲
者
で
あ
る
二
代
目
杵
屋
勝
三
郎
が
、
こ
の
吾
妻
能

狂
言
興
行
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
吾
妻
能
狂
言

の
催
主
で
あ
る
日
吉
吉
左
衛
門
と
併
記
す
る
形
で
名
が
あ
る
こ（

１７
）とか
ら
、
あ

る
い
は
興
行
の
中
心
的
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
古
川
久

氏
「
吾
妻
能
狂
言
の
番
組
」（『
東
京
女
子
大
学
論
集
』
第
ⅩⅤⅡ
巻
第
一
号
、
一

九
六
六
・
九
）
に
は
、
十
八
点
の
番
組
表
が
影
印
・
翻
刻
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
番
組
表
に
お
い
て
も
内
十
一
点
に
勝
三
郎
の
名
が
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
活
動
の
様
子
が
伺
え
る
。
ま
た
「
靱
猿
」
と
い
う
演
目
も
十
八
点

中
の
五
点
に
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
靱
猿
」

が
す
な
わ
ち
勝
三
郎
作
曲
の
長
唄
「
靱
猿
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
は
、
い

さ
さ
か
早
計
で
あ
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
同
論
考
中
で
明
治
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七
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
日
吉
吉
左
衛
門
催
主
の
番
組
表
で
は
、「
新
作

道
成
寺
」
を
は
じ
め
多
く
の
演
目
に
は
長
唄
の
唄
方
・
三
味
線
方
の
名
前
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
靱
猿
」
の
演
者
と
し
て
は
「
狂
言
連
中
」
と
の

み
記
載
さ
れ
て
お
り
、
三
味
線
音
曲
を
加
え
な
い
従
来
の
狂
言
の
形
で
上
演

さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
吾

妻
能
狂
言
は
意
図
的
に
番
組
の
演
目
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
持
た
せ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
番
組
表
で
は
演
目
や
演
者
に
関
す
る
記
載
方
法

に
統
一
性
が
な
い
た
め
、
上
演
形
態
を
推
察
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
今
後
関

連
す
る
資
料
調
査
を
含
め
て
、
更
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

三
�
富
士
・
筑
波
を
唄
う
意
味

明
治
初
年
の
唄
と
し
て

前
節
で
は
、
幕
末
か
ら
続
く
長
唄
の
謡
曲
摂
取
、
お
よ
び
明
治
初
年
の
三

味
線
音
曲
の
謡
曲
へ
の
接
近
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

で
は
長
唄
「
靱
猿
」
の
詞
章
の
上
に
、
時
代
的
特
色
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
詞
章
か
ら
読
み
と
れ
る
問

題
に
立
ち
戻
り
た
い
。

一
�
で
触
れ
た
通
り
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
物
語
の
舞

台
を
春
の
隅
田
川
岸
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
長
唄
「
靱

猿
」、
原
拠
で
あ
る
狂
言
「
靱
猿
」、
先
行
す
る
常
磐
津
「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」

の
各
冒
頭
部
分
を
比
較
し
て
み
る
と
、
物
語
が
展
開
す
る
場
面
設
定
の
差
異

は
明
ら
か
で
あ
る
。

大
名

遠
国
に
隠
れ
も
な
い
大
名
で
す
。な
が
な
が
在
京
致
す
と
こ
ろ
、

心
が
屈
し
て
悪
し
う
ご
ざ
る
に
よ
っ
て
、
今
日
は
ど
れ
へ
ぞ
遊
山
に
出

う
と
存
ず
る
。
ま
づ
太
郎
冠
者
を
呼
び
出
だ
し
、
談
合
致
さ
う
。
ヤ
イ

ヤ
イ
太
郎
冠
者
、
居
る
か
や
い

（
狂
言
「
靱
猿
」）

新
玉
の
春
ぞ
と
告
げ
て
人
来
鳥
む
つ
ま
し
月
の
名
に
し
負
ふ
、
是
も
歌

舞
伎
の
周
の
春
、
姿
も
花
の
返
り
咲
、
時
も
一
陽
来
復
の
、
當
り
を
願

ふ
弓
始
め
、
弓
矢
八
幡
大
名
の
、
頼
う
だ
人
の
代
参
に
、
向
ひ
町
か
ら

又
今
年
報
賽
の
願
事
の
、
戀
と
い
ふ
字
が
花
靱
、
背
中
に
し
よ
つ
た
太

郎
冠
者
、
傘
を
さ
そ
な
ら
春
日
山
、
霞
を
分
け
て
梅
笑
ふ
、
春
の
野
面

の
色
ふ
く
む
、
こ
ゝ
鳴
瀧
の
花
の
顔
見
世

（
常
磐
津
「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」）

は
や

た
ま

は
る

は
な

な
か

は
な

む
し
ろ

�
早
あ
ら
玉
の
春
ぞ
く
る

ぞ
め
き
は
や
せ
し
花
の
中

花
の
筵
に
ひ

さ
み
せ
ん

そ
の
い
と
ざ
く
ら

と
の

け
ら
い

か
お

く
三
線
の

其
糸
桜

い
と
ひ
な
く

殿
も
家
来
も

ほ
の
め
く
顔

ひ

む
か
ふ
じ
ま

ど

て

に
し
き

は
な

た
け
や

の

よ
い
日
ざ
く
ら
の
向
島

土
手
の
錦
も
花
の
そ
ら

竹
屋
�
�

ふ
ね

の
り
あ
わ

さ
る
ま
わ

き
し

と
よ
ふ
舟
に

乗
合
せ
た
る
猿
廻
し

こ
な
た
の
岸
へ
と

つ
き
に
け

た
ろ
う
か
じ
や

り

�
太
郎
冠
者
あ
る
か

（
長
唄
「
靱
猿
」）

狂
言
で
は
大
名
が
「
在
京
」
の
気
晴
ら
し
に
「
遊
山
」
へ
出
か
け
る
旨
を

述
べ
る
の
み
で
、
設
定
に
取
り
上
げ
る
べ
き
問
題
は
な
く
、
季
節
も
設
定
さ

れ
な
い
。「
花
舞
台
霞
の
猿
曳
」
は
、
場
所
は
鳴
瀧
八
幡
、「
新
玉
の
春
」「
む

つ
ま
し
月
」
と
い
う
語
か
ら
季
節
は
初
春
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「
歌
舞

伎
の
周
の
春
」「
こ
ゝ
鳴
瀧
の
花
の
顔
見
世
」
と
い
う
詞
章
が
示
唆
す
る
通

り
、
同
作
の
初
演
が
十
一
月
の
顔
見
世
狂
言
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
た
設
定

で
あ
っ
て
、
物
語
の
必
要
性
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
長
唄
「
靱
猿
」
の
場
面
設
定
に
注
目
し
た
い
。「
花
舞
台
霞
の
猿

曳
」
と
同
じ
く
「
あ
ら
（
新
）
玉
の
春
」
と
唄
い
だ
さ
れ
る
が
、
描
写
さ
れ

る
花
は
梅
で
は
な
く
桜
で
、
季
節
が
浅
か
ら
ぬ
春
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
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た
向
島
と
い
う
地
名
を
挙
げ
、
猿
引
の
登
場
に
竹
屋
の
渡
し
を
用
い
る
こ
と

で
物
語
の
舞
台
が
隅
田
川
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
帰
路
に
就
く
猿
引

そ
ら

た
か
ね

ふ

じ
つ
く
ば

な

す

だ

と
小
猿
の
背
景
を
彩
る
の
は
、「
空
も
高
根
の
不
二
筑
波

名
に
あ
ふ
隅
田

は
る

ゆ
う

の
春
の
夕
」
と
富
士
・
筑
波
を
挙
げ
て
唄
わ
れ
る
隅
田
川
の
情
景
で
あ
り
、

長
唄
が
新
た
に
設
定
し
た
「
隅
田
川
」
と
い
う
場
所
が
劇
的
効
果
を
高
め
て

い
る
。

長
唄
詞
章
を
概
観
す
る
と
、
江
戸
の
表
象
に
富
士
・
筑
波
を
取
り
上
げ
た

も
の
が
、
近
世
後
期
以
降
近
代
に
至
る
ま
で
散
見
す
る
（
表（

１８
）１）。

江
戸
に
お
け
る
富
士
・
筑
波
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
井
田
太
郎
氏
に
「
富

士
筑
波
と
い
う
型
の
成
立
と
展
開
」（『
国
華
』
第
一
三
一
五
号

二
〇
〇

五
・
五
）
の
論
考
が
あ
り
、
宝
暦
末
年
に
は
江
戸
の
詩
歌
に
お
い
て
「
富
士

筑
波
」
と
い
う
対
の
型
が
完
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
江
戸
自
慢
の
一
つ
と
し

て
、
江
戸
文
化
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
覚
醒
と
と
も
に
成
長
し
て
い
っ

た
こ
と
、
ま
た
文
政
年
間
に
は
隅
田
川
を
中
心
に
据
え
た
富
士
・
筑
波
の
型

が
、詩
歌
と
絵
画
の
分
野
で
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

長
唄
に
お
け
る
富
士
・
筑
波
の
表
現
は
、
井
田
氏
が
指
摘
す
る
対
の
型
の

成
立
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
現
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
論
冒
頭
で
触
れ
た

素
唄
の
成
立
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
舞
伎
演
目
の
主
題
か
ら
離
れ
た

素
唄
で
は
、
楽
曲
独
自
の
主
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
吾

妻
八
景
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
四
季
物
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
曲
は
、
そ
の

名
の
通
り
四
季
の
情
景
描
写
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の

叙
景
対
象
の
名
所
尽
く
し
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
表
中
で
は
２

な
が
め

「
吾
妻
八
景
」・
８
「
四
季
の
花
里
」・
１２
「
四
季
の
詠
」
が
四
季
物
に
該
当

す
る
作
品
で
あ（

１９
）る。
江
戸
の
四
季
が
唄
わ
れ
る
過
程
で
、
江
戸
の
景
物
と
し

て
の
富
士
・
筑
波
が
盛
ん
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
謡
曲
を
典
拠
と

す
る
作
品
に
お
い
て
も
、
富
士
・
筑
波
の
語
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

表
中
の
１
「
賤
機
帯
」・
１１
「
角
田
川
」
は
と
も
に
謡
曲
「
角
田
川
」
に
よ

る
作
品
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
原
拠
に
は
な
い
富
士
・
筑
波
の
語
を
新
た
に

加
え
て
い
る
。

長
唄
「
靱
猿
」
が
物
語
の
舞
台
を
隅
田
川
に
設
定
し
、
猿
引
と
小
猿
の
物

語
の
終
結
の
背
景
に
富
士
・
筑
波
の
眺
め
を
配
置
し
た
の
は
、
長
唄
詞
章
に

お
け
る
富
士
・
筑
波
の
流
行
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
「
靱
猿
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
江
戸
っ
子
の
江
戸
自
慢
の
象

徴
と
も
言
う
べ
き
富
士
・
筑
波
が
、
明
治
の
改
元
以
降
も
依
然
と
し
て
頻
出

し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

明
治
改
元
に
先
立
っ
て
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
七
月
十
七
日
に
出
さ

れ
た
天
皇
親
政
の
詔
書
に
よ
っ
て
、
江
戸
は
東
京
と
改
称
さ
れ
た
。
富
士
・

筑
波
が
象
徴
す
る
都
市
の
名
は
既
に
江
戸
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、「
江

戸
っ
子
」
が
「
東
京
っ
子
」
に
な
っ
て
以
降
も
、
自
ら
が
誇
る
都
市
へ
の
帰

属
意
識
は
薄
ま
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

旧
江
戸
っ
子
の
江
戸
に
対
す
る
帰
属
意
識
は
、
明
治
初
年
に
あ
る
流
行
語

を
生
ん
だ
。

表
中
の
１０
「
梅
の
栄
」
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。

と
り

な

は
な

あ
づ
ま

は
る

あ

め

で

た

し
ま
だ
い

�
鶏
か
啼
く

花
の
東
に
た
つ
春
の

明
け
て

目
出
度
き
嶋
䑓
は

ふ

じ

つ
く
ば

を
ち
こ
ち
や
ま

し
ろ
た
へ

冨
士
と
筑
波
に
た
と
へ
に
し

遠
近
山
も
白
妙
や
（
後
略
）

あ
づ
ま

「
鶏
（
鳥
）
が
啼
（
鳴
）
く
」
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
東
」
に
か
か
る

枕
詞
で
あ
る
。
語
源
に
つ
い
て
は
鶏
が
鳴
く
頃
に
東
の
空
が
明
る
く
な
る
か

ら
と
も
、
東
国
地
方
の
人
の
言
葉
が
鶏
の
鳴
声
の
よ
う
だ
か
ら
と
も
諸
説
述

べ
ら
れ
る
が
、「
梅
の
栄
」
に
こ
の
枕
詞
が
置
か
れ（

２０
）た背
景
を
考
え
る
に
は
、
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枕
詞
の
語
源
で
は
な
く
、
明
治
三
年
の
東
京
に
溢
れ
て
い
た
喧
噪
の
中
に
耳

を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
ほ

い
は
ゆ
る
と
り

な
く
と
う
け
い
こ

「
ヲ
ツ
ト
大
ち
が
ひ
そ
こ
ハ
所
謂
鶏
が
鳴
東
京
子
ウ
の
お
か
げ
に
や
ア

す
け
れ
ん

つ
き
あ

し
ん
き

こ

け

ち
よ
び
助
連
に
附
合
ツ
て
新
規
お
う
へ
ん
の
ご
ま
か
し
で
痴
呆
を
お
ど

か
し
つ
け
て
ゐ
る
か
ら
（
後
略
）」（
仮
名
垣
魯
文
『
西
洋
道
中
膝
栗

毛
』
初
編
上
、
明
治
三
年
〔
一
八
七
〇
〕）

と
り

あ
づ
ま

み
や
こ
ひ
ろ

な
つ

あ
つ
さ

し
の

鳥
が
な
く
。
東
の
京
廣
し
と
い
へ
ど
も
。
夏
の
炎
暑
を
凌
が
ん
に
ハ

む
か
ふ
じ
ま

ば
し
よ

ま
れ

向
洲
に
ま
さ
れ
る
。
場
所
ハ
稀
な
り
（
坪
内
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』

第
八
回
、
明
治
十
九
年
〔
一
八
八
六
〕）

こ
ろ

と
り

な

あ
づ
ま

み
や
こ

や
ま

て

ふ
る
さ
と

い
つ
の
頃
に
や
あ
り
け
ん
。鳥
が
鳴
く
吾
妻
の
都
の
山
の
手
な
る
。故
郷

か
わ

や
ま
と
ち
や
う

こ
い
し
川
の
大
和
町
に

（
坪
内
逍
遥
『
京
わ
ら
ん
べ
』
第
一
回
発
端
、
明
治
十
九
年
）

そ
れ

こ
ん
に
ち
と
う
け
い

し
み

と
う
け

「
夫
が
今
日
東
京
が
染
て
仕
舞
ひ
ま
し
て
、
威
張
る
と
東
京
ッ
子
だ
な

と
り

あ
ん
ば
い

ん
て
鶏
の
泣
声
の
様
な
塩
梅
に
成
り
ま
し
た
が
」（
三
代
目
三
遊
亭
円

遊
「
湯
屋
番
」、
明
治
二
十
六
年
〔
一
八
九
三
〕
速
記
）

明
治
初
期
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
頻
出
す
る
「
鶏
（
鳥
）
が
鳴
く
」
と

あ
づ
ま

み
や
こ

言
う
語
は
、「
東
」
で
は
な
く
「
東
の
京
」
す
な
わ
ち
「
東
京
」
に
か
か
る

新
流
行
の
枕
詞
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
東
京
を
「
ト

ウ
キ
ョ
ウ
」
と
も
「
ト
ウ
ケ
イ
」
と
も
読
ん
だ
時
代
で
あ
っ（

２１
）た。「
ト
ウ
ケ

イ
」
と
い
う
新
称
に
「
鶏
が
鳴
く
」
と
い
う
万
葉
時
代
の
枕
詞
を
置
き
、「
ト

ウ
ケ
ッ
コ
」
と
い
う
自
称
を
「
鶏
の
鳴
声
の
よ
う
だ
」
と
称
し
た
背
景
に

は
、
薩
長
新
政
府
か
ら
突
然
馴
染
み
の
な
い
新
称
を
与
え
ら
れ
た
旧
江
戸
っ

子
た
ち
の
、
多
分
に
自
嘲
的
な
意
識
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
自
嘲
は
時
代

と
し
て
の
江
戸
に
対
す
る
帰
属
意
識
の
裏
返
し
で
あ
り
、
富
士
・
筑
波
を
景

物
と
し
て
誇
っ
た
空
間
と
し
て
の
江
戸
に
対
す
る
愛
着
で
あ
っ
た
。

明
治
初
年
は
、
は
か
ら
ず
も
「
ト
ウ
ケ
ッ
コ
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
旧
江

戸
ッ
子
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
刺
激
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。「
靱

猿
」
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
初
年
の
長
唄
に
、
前
時
代
と
変
わ
ら
ず
富
士
・

筑
波
が
頻
出
す
る
背
景
に
は
、
長
唄
と
い
う
江
戸
文
化
の
中
軸
に
携
わ
っ
て

い
た
旧
江
戸
っ
子
た
ち
の
、
こ
の
帰
属
意
識
が
指
摘
で
き
る
。

な
お
本
稿
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
が
、
長
唄
に
お
け
る
富
士
・
筑
波
の
下
限

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
井
田
氏
の
前
掲
論
文
で
は
詩
歌
に
お
け

る
富
士
・
筑
波
の
下
限
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）「
東
京
音
頭
」
と
し
て

い
た
が
、
長
唄
で
は
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）、
長
唄
研
精
会
四
百
回

記
念
大
会
開
曲
の
「
み
や
こ
風
流
」（
表
中
１５
）
に
富
士
・
筑
波
の
対
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
作
詞
者
久
保
田
万
太
郎
自
身
が
詞
に
込
め

た
「
郷
愁
」
を
認
め
て
い
る
と
お（

２２
）り、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
浅
草
風
俗
を

回
想
し
て
描
か
れ
た
富
士
・
筑
波
が
、
戦
後
の
東
京
っ
子
の
自
意
識
に
直
結

す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
原
題
「
市
づ
く
し
」
か
ら
発
表
直
前

に
改
め
ら
れ
た
「
み
や
こ
風
流
」
と
い
う
曲（

２３
）名は
、
江
戸
・
東
京
と
い
う
都

に
対
す
る
帰
属
意
識
の
片
鱗
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
長
唄
「
靱
猿
」
と
い
う
作
品
を
軸
に
、
明
治
初
年
の
長
唄
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

最
後
に
、
駆
け
足
な
が
ら
付
け
足
し
て
お
き
た
い
。
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明
治
八
年
、
三
代
目
杵
屋
勘
五
郎
、
八
代
目
杵
屋
六
三
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
ゆ

こ
と
ぶ
み

『
露
の
転
文
』
と
い
う
改
訂
歌
詞
集
を
発
表
し
、
卑
俗
と
い
う
誹
り
を
払
拭

す
る
た
め
の
長
唄
詞
章
改
訂
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
三
代
目
正
次
郎
は
既
存

の
曲
の
見
直
し
に
取
組
み
、「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」「
鷺
娘
」「
勧
進
帳
」
な

ど
の
大
曲
に
新
た
な
合
方
（
唄
の
入
ら
な
い
三
味
線
演
奏
部
分
）
を
作
曲
し

た
。
正
次
郎
が
西
洋
音
楽
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
長
唄
に
初
め
て
三
拍
子
を

導
入
し
た
「
元
禄
風
花
見
踊
」
は
、
明
治
十
一
年
六
月
の
新
富
座
新
築
開
場

式
を
華
や
か
に
彩
っ
た
。
開
化
の
逆
風
に
対
し
て
、
長
唄
は
吾
妻
能
狂
言
と

い
う
新
境
地
を
開
拓
す
る
一
方
で
、
自
ら
そ
の
質
を
錬
磨
す
る
と
い
う
至
極

真
っ
当
な
手
段
で
も
立
ち
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
の
長
唄
が
明
治
三
十
年
代
の
長
唄
研
精
会
の
成
功
を
機
に
再
び
盛
ん

に
な
っ
た
こ
と
は
諸
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ（

２４
）る。こ
の
興
隆
の
背
景
に
は
、

新
聞
各
紙
に
よ
る
長
唄
研
精
会
支
援
が
あ
り
、
大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）に

放
送
を
開
始
し
た
ラ
ジ
オ
に
よ
る
一
般
家
庭
へ
の
浸
透
が
あ
り
、
昭
和
初
年

の
長
唄
専
門
雑
誌
の
相
次
ぐ
発
刊
が
あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
逆
風
を
あ
お
っ

た
メ
デ
ィ
ア
が
い
つ
し
か
追
い
風
を
興
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注

（
１
）
「
元
禄
風
花
見
踊
」
は
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
初
演
、
竹
柴
瓢

助
作
詞
。「
春
興
鏡
獅
子
」
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
初
演
、

福
地
桜
痴
作
詞
。

（
２
）
『
和
歌

俳
句

歌
謡

音
曲
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治

編
４
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）、『
芝
居
小
屋
と
寄
席
の
近
代
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
他
、
倉
田
氏
の
近
代
芸
能
研
究
著
作
に
よ
る
。

な
お
「
国
家
に
益
な
き
遊
芸
」
と
は
、
外
国
人
芸
能
団
の
興
行
許
可
を

求
め
た
各
府
県
に
対
す
る
外
務
省
の
回
答
に
あ
る
文
言
。『
芸
能
』（
日

本
近
代
思
想
大
系
１８
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
）
に
所
収
さ
れ
る
。

（
３
）
「
長
唄
ハ
常
磐
津
や
清
元
よ
り
も
上
品
な
も
の
な
れ
ど
」（
明
治
八

年
十
一
月
十
二
日
「
読
売
新
聞
」）

（
４
）
明
治
八
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
「
東
京
日
日
新
聞
」
に
断
続
的

に
掲
載
さ
れ
た
、
注
（
２
）『
芸
能
』
所
収
の
社
説
に
よ
る
。

（
５
）
稀
音
家
義
丸
『
長
唄
閑
話
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
）

（
６
）
稀
音
家
義
丸
氏
よ
り
「
抱
節

述
」
の
他
に
「
稲
垣

述
」
と
す
る

本
が
存
在
す
る
旨
ご
教
示
い
た
だ
い
た
が
未
見
。
こ
の
稲
垣
抱
節
は
勝

三
郎
の
ご
贔
屓
筋
で
あ
っ
た
蔵
前
の
酒
問
屋
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、

「
靱
猿
」の
作
曲
も
こ
の
稲
垣
抱
節
の
勧
め
に
よ
る
も
の
だ
と
の
こ
と
。

（
７
）
佐
々
木
聖
佳
「「
ひ
ん
だ
踊
り
歌
」
考
―
狂
言
「
靱
猿
」
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
―
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
〇
八
・
十

二
）

（
８
）
「
三
升
猿
曲
舞
」
は
通
称
「
猿
舞
」、
四
代
目
杵
屋
六
三
郎
作
曲
、

瀬
川
如
泉
作
詞
。「
外
記
節

猿
」
は
四
代
目
杵
屋
三
郎
助
作
曲
・
作

詞
。
な
お
「
外
記
猿
」
と
狂
言
「
靱
猿
」
の
典
拠
関
係
に
つ
い
て
は
、

池
田
弘
一
氏
「
長
唄
「
外
記
節

猿
」
の
考
察
」（『
神
田
外
語
大
学
紀

要
』
第
十
七
号
、
二
〇
〇
五
・
三
）
に
報
告
が
あ
る
。

（
９
）
渥
美
清
太
郎
『
邦
楽
舞
踊
辞
典
』（
冨
山
房
、
一
九
三
八
）、『
日
本

舞
踊
全
集
』
第
一
巻
（
日
本
舞
踊
社
、
一
九
七
七
）

（
１０
）
西
形
節
子
『
日
本
舞
踊
の
心
』
第
二
巻
〔
春
に
花
・
下
〕（
演
劇
出

版
社
、
二
〇
〇
二
）

（
１１
）
髙
橋
喜
一
「
狂
言
「
靱
猿
」
の
猿
歌
に
つ
い
て
」（『
梅
花
女
子
大
学
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文
学
部
紀
要
（
国
語
・
国
文
学
）』
第
十
六
号
、
一
九
八
〇
・
十
二
）

（
１２
）
四
代
目
杵
屋
六
三
郎
作
曲
、
三
代
目
並
木
五
瓶
作
詞
。

（
１３
）
通
称
「
末
広
狩
」、
十
代
目
杵
屋
六
左
衛
門
作
曲
、
三
代
目
桜
田
治

助
作
詞
。

（
１４
）
小
林
責
「
鷺
流
滅
亡
の
一
因
―
吾
妻
能
狂
言
参
加
の
意
味
す
る
も

の
」（『
狂
言
史
研
究
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
七
四
所
収
）

（
１５
）
飯
塚
恵
理
人
『
近
代
能
楽
史
の
研
究
―
東
海
地
域
を
中
心
に
』（
大

河
書
房
、
二
〇
〇
九
）

（
１６
）
注
（
２
）『
芸
能
』
解
説
。

（
１７
）
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
七
月
五
日
「
東
京
日
日
新
聞
」
に
掲
載

さ
れ
る
出
演
者
一
覧
に
よ
る
。

（
１８
）
浅
川
玉
兎
『
長
唄
名
曲
要
説
』（
日
本
音
楽
社
、
一
九
七
〇
〜
一
九

七
九
）
正
・
続
・
補
遺
に
収
録
さ
れ
る
全
二
二
六
曲
を
対
象
に
調
査
し

た
。
作
曲
・
作
者
名
は
原
則
と
し
て
該
当
曲
発
表
当
時
の
も
の
と
し
た
。

表
に
引
用
す
る
詞
章
の
表
記
は
、黒
木
勘
蔵
校
訂
『
歌
謡
音
曲
集
』（
日

本
名
著
全
集
・
江
戸
文
藝
之
部
第
二
十
八
巻
、
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、

一
九
二
七
）、
中
内
蝶
二
・
田
村
西
男
編
『
長
唄
全
集
』（
日
本
音
曲
全

集
刊
行
会
、
一
九
二
七
）、『
長
唄
名
曲
要
説
』
続
・
補
遺
所
収
の
も
の

を
用
い
た
。

（
１９
）
１５
「
都
風
流
」
に
描
写
さ
れ
る
の
は
初
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
の
東
京

で
、
春
に
該
当
す
る
部
分
は
な
く
、
調
子
の
変
化
も
「
三
下
り
↓
本
調

子
↓
二
上
り
」
で
、
四
季
物
に
共
通
す
る
「
本
調
子
↓
二
上
り
↓
三
下

り
」
と
は
異
な
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
季
節
の
変
化
に
合
わ
せ
て
景
物

を
列
挙
す
る
詞
章
の
あ
り
方
は
四
季
物
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

（
２０
）
『
長
唄
全
集
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
で
は
、
福
地
桜
痴
作
詞
の
「
東

の
月
」
中
に
も
「
実
に
鳥
が
啼
く
東
な
る

都
の
四
季
や
月
の
宴
」
の

詞
章
が
あ
る
。

（
２１
）
槌
田
満
文
『
明
治
大
正
の
新
語
・
流
行
語
』（
角
川
選
書
６３
、
角
川

書
店
、
一
九
八
三
）、
国
立
公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
明
治
東
京
異

聞
〜
ト
ウ
ケ
イ
か
ト
ウ
キ
ョ
ウ
か
〜
東
京
の
読
み
方
」（http://

w
w
w
.soum

u.m
etro.tokyo.jp/01soum

u/archives/0715tokei.
htm

）
に
よ
る
。

（
２２
）
長
唄
研
精
会
第
四
百
回
記
念
演
奏
会
が
東
京
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
局
で
ラ
ジ
オ

放
送
さ
れ
た
際
の
、
東
京
美
術
学
校
教
授
・
吉
田
五
十
八
と
久
保
田
万

太
郎
の
座
談
に
よ
る
。

（
２３
）
花
垣
嘉
秀
編
『
資
料

長
唄
研
精
会
百
年
史
』（
非
売
品
・
限
定
二

百
部
発
行
、
二
〇
〇
五
）
に
よ
る
。
な
お
「
み
や
こ
風
流
」
は
発
表
時

の
表
記
。
現
在
は
一
般
に
「
都
風
流
」
と
表
記
さ
れ
る
。

（
２４
）
『
日
本
の
伝
統
芸
能
講
座

音
楽
』（
小
島
美
子
監
修
、
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
、
二
〇
〇
八
）
所
収
の
小
塩
さ
と

み
「
第
１０
章

長
唄
」
他
に
よ
る
。
長
唄
研
精
会
の
功
績
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
三
代
目
松
永
和
楓
と
明
治
の
長
唄
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』

第
一
〇
五
号
、
二
〇
一
〇
・
十
二
）
に
お
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
貴
重
資
料
の
閲
覧
に
ご
高
配
を
賜
っ
た
早

稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
、
ま
た
ご
教
示
を
賜
っ
た
稀
音
家
義
丸
師
匠
、

倉
田
喜
弘
氏
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ほ
そ
や
と
も
こ

十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
助
手
）
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曲
名

（
通
称
）

成
立

西
暦

月

作
曲

作
詞

富
士

筑
波

隅
田
川

船

１

賤
機
帯

文
政
一
一

一
八
二
八

六

杵
屋
三
郎
助
④

桜
に
浮
か
ぶ
富
士
の
雪

柳
に
沈
む
筑
波
山

名
に
し
吾
妻
の

隅
田
川

浮
き
て
た
ゞ
よ
ふ

岸
根
の
舟
の

２

吾
妻
八
景

文
政
一
二

一
八
二
九

四

杵
屋
六
三
郎
④

水
上
白
き
富
士
の

雪

含
む
矢
立
の

隅
田
川

青
簾
の
小
舟

３

助
六

天
保
一
〇

一
八
三
九

三

杵
屋
六
左
衛
門
⑩

桜
田
治
助
③

富
士
と
筑
波
の
山
間
の

蹴
込
ん
で
見
せ
う

家
形
船

４

え
に
し
の
橋

安
政
三

一
八
五
六

三

杵
屋
勝
三
郎
②

富
士
と
筑
波
の
山
間
に

か
す
み
流
る
ゝ

隅
田
川

夕
日
う
つ
ろ
ふ

真
帆
片
帆

５

風
流
船
揃

安
政
三

一
八
五
六

二

杵
屋
勝
三
郎
②

筑
波
根
の
峯
よ
り

落
つ
る
水
筋
も

清
く
流
る
ゝ

隅
田
川

屋
形
屋
根
船

猪
牙
荷
足
（
他
）

６

廓
丹
前

安
政
四

一
八
五
七

五

杵
屋
勝
三
郎
②

富
士
の
白
柄
ま
ば
ゆ
く
も

紫
匂
ふ
筑
波
根
の

７

菖
蒲
浴
衣

安
政
六

一
八
五
九

五

杵
屋
正
次
郎
③

杵
屋
勝
三
郎
②

筑
波
根
の
遠
山

青
簾
河
風
肌
に

し
み
�
�
と

８

四
季
の
花
里

安
政
六

一
八
五
九

五

杵
屋
三
郎
助
⑤

杵
屋
三
郎
助
⑤

田
の
面
に
う
つ
る

筑
波
根
も

９

靱
猿

明
治
二

一
八
六
九

杵
屋
勝
三
郎
②

稲
垣
抱
節

空
も
高
根
の
不
二
筑
波

名
に
あ
ふ
隅
田
の

春
の
夕

竹
屋
竹
屋
と

よ
ふ
舟
に

１０

梅
の
栄

明
治
三

一
八
七
〇

杵
屋
正
次
郎
③

杵
屋
正
次
郎
③

冨
士
と
筑
波
に
た
と
へ
に
し

１１

角
田
川

明
治
四

一
八
七
一

二

杵
屋
正
次
郎
③

河
竹
黙
阿
弥

二
と
な
き
富
士
と
筑
波
根
を

桜
時
水
に
か
げ
う

く
角
田
川

さ
ら
ば
船
に
て

伴
な
は
ん

１２

四
季
の
詠

明
治
五

一
八
七
二

九

杵
屋
六
左
衛
門
⑫

末
広

筑
波
お
ろ
し
の
春

風
に

開
く
隅
田
の
夕
桜

（
他
）

ま
た
出
船
の

渡
し
守
（
他
）

１３

岸
の
柳

明
治
六

一
八
七
三

六

杵
屋
正
次
郎
③

柳
屋
梅
彦

筑
波
根
の
姿
涼
し

き
夏
衣

そ
の
浅
妻
を

も
や
ひ
船

１４

三
社
祭

昭
和
九

一
九
三
四

六

杵
屋
佐
吉
④

山
崎
青
雨

富
士
と
筑
波
を
見
返
り
の

漁
る
業
の
商
に

１５

み
や
こ
風
流

昭
和
二
二

一
九
四
七

六

吉
住
小
三
郎
④

杵
屋
浄
観
②

久
保
田
万
太
郎

こ
れ
よ
り
し
て
お
馬
返
し
や
羽
織
不
二

ふ
じ
と
し
い
へ
ば
筑
波
根
の

川
上
さ
し
て

行
く
舟
や

表
１
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