
は
じ
め
に

本
稿
は
無
形
文
化
遺
産
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
無
形
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に

関
す
る
調
査
研
究
」
の
一
環
と
し
て
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
裏
方
の
う
ち
、
囃
子
方
に

つ
い
て
の
お
話
を
中
心
に
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
技
芸
員
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
吉
田

簑
助
師
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
囃
子
方
望
月
太
明
藏
社
中
藤
舎
秀
左
久
師
、
同
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
囃
子
方
望
月
太
明
藏
社
中
望
月
太
明
吉
師
に
伺
っ
た
お
話
し
に
基
づ
い
て
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

三
師
に
お
話
を
伺
っ
た
年
月
日
と
場
所
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

吉
田
簑
助
師
匠

二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
　
十
二
月
二
十
五
日
　
　
　
　
国
立
文
楽
劇
場

藤
舎
秀
左
久
師
匠

二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
　
十
一
月
十
二
日
　
　
　
　
　
国
立
文
楽
劇
場

二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
　
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
国
立
劇
場

望
月
太
明
吉
師
匠

二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
　
十
一
月
十
二
日
　
　
　
　
　
国
立
文
楽
劇
場

吉
田
簑
助
師
に
は
、
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
頃
か
ら
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）

年
頃
ま
で
の
、
囃
子
及
び
衣
裳
・
大
道
具
等
に
関
す
る
お
話
を
伺
っ
た
。

藤
舎
秀
左
久
師
に
は
、
囃
子
の
中
で
、
師
が
担
当
し
て
お
ら
れ
る
笛
を
中
心
に
し
た

お
話
や
、
望
月
太
明
藏
社
中
を
結
成
し
た
初
代
太
明
藏
師
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
っ

た
。望

月
太
明
吉
師
に
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年
代
〜
一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）

年
代
の
、
社
中
の
人
々
や
、
囃
子
の
変
遷
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
っ
た
。

原
稿
は
三
師
及
び
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
後
藤

静
夫
氏
に
お
目
通
し
い
た
だ
い
た
。
最
終
的
な
文
責
は
鎌
倉
に
あ
る
。

吉
田
簑
助
師
、
藤
舎
秀
左
久
師
、
望
月
太
明
吉
師
は
、
お
忙
し
い
中
で
快
く
調
査
に

応
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
後
藤
静
夫
氏
は
、
三
師
の
仲
介
の
労
を
執
ら
れ
、
調
査

の
場
も
設
定
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
方
々
に
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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〔聞書き〕人形浄瑠璃文楽の裏方

〔
聞
書
き
〕
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
裏
方
　
│
囃
子
の
世
界
を
中
心
に
│

吉
田
簑
助
師
　
藤
舎
秀
左
久
師
　
望
月
太
明
吉
師
に
聞
く鎌

　
　
倉
　
　
惠
　
　
子



一
　
吉
田
簑
助
師
に
聞
く

文
楽
協
会
設
立
以
前
の
お
囃
子
模
様

私
は
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
三
代
吉
田
文
五
郎
師
匠
の
所
に
入
門
し
ま
し
た
。

そ
の
前
か
ら
小
辰
と
言
わ
れ
て
、
文
楽
座
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。

入
門
し
た
頃
か
ら
昭
和
十
九
年
ま
で
番
付
に
、
お
囃
子
で
小
川
弥
三
郎
と
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
頃
お
囃
子
は
こ
の
人
一
人
。『
絵
本
太
功
記
』「
尼
ヶ
崎
」
の
時
か
な
、
寝
転

が
っ
て
い
て
光
秀
の
出
の
き
っ
か
け
で
起
き
上
が
り
、
鉦ド

ラ

を
ボ
ー
ン
と
だ
け
入
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
頃
の
お
囃
子
は
、
今
み
た
い
に
の
べ
つ
幕
な
し
に
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。

要
所
要
所
だ
け
で
、
鼓
は
大
鼓
も
小
鼓
も
一
人
で
や
り
ま
し
た
。『
三
番
叟
』
も
一
人

で
、
小
さ
い
の
は
肩
に
乗
せ
て
、
大
き
い
の
は
膝
に
置
い
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

人
は
文
楽
の
専
属
で
、
他
に
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
古
靫
大
夫
、
つ
ま
り
山
城
少
掾
の

い
る
時
は
、
舞
台
稽
古
で
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
、
全
員
が
舞
台
に
出
る
と
鳥
屋
触

と

や

ぶ

れ

の
カ
ン
カ
ラ
太
鼓
を
、
小
川
さ
ん
が
法
被
を
着
て
撥
を
持
っ
て
、
タ
タ
タ
ン
タ
タ
タ
ン

と
打
っ
た
。
山
城
少
掾
と
松
竹
の
大
谷
会
長
、
会
社
の
人
は
桟
敷
で
す
。
そ
し
て
山
城

少
掾
の
勤
め
る
役
の
前
に
手
打
ち
が
あ
っ
た
。
そ
の
手
は
大
阪
式
で
「
打
ち
ま
し
ょ
う
、

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
。
も
う
一
つ
せ
い
、
祝
う
て
三
度
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
」
で
す
。
そ

の
時
に
手
打
ち
に
合
わ
せ
て
、
カ
ン
カ
ラ
太
鼓
を
打
ち
ま
す
。
ご
自
分
の
舞
台
稽
古
が

終
わ
る
と
、
山
城
少
掾
と
大
谷
会
長
が
盃
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
自
体
は
少
掾
以
前
か
ら

や
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
頃
ま
で
お
囃
子
は
、
代
々
小
川
の
名
前
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
終
戦

の
年
の
三
月
十
三
日
の
空
襲
か
ら
、
小
川
弥
三
郎
さ
ん
は
行
方
不
明
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
四
月
か
ら
は
阪
東
弥
三
郎
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
。
朝
日
会
館
、
四
ツ
橋
文
楽

座
で
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
小
川
さ
ん
の
縁
故
だ
そ
う
で
す
。

阪
東
弥
三
郎
さ
ん
は
寝
転
が
っ
て
は
や
ら
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
一
人
で
し
た
。
小

川
さ
ん
の
近
く
に
住
ん
で
い
て
、
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
て
い
た
か
ら
器
用
に
や
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
囃
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阪
東
弥
三
郎
の
弥
三
郎
は
、
小
川

さ
ん
の
名
前
を
一
応
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
人
は
別
に
阪
東
弥
三
郎
で
は

な
い
。
代
々
人
が
変
わ
っ
て
も
阪
東
弥
三
郎
と
称
し
ま
し
た
。
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）

年
の
弥
三
郎
と
二
十
八
年
の
弥
三
郎
は
違
う
人
で
、
名
前
だ
け
を
継
い
で
い
た
わ
け
で

す
。
二
十
八
年
頃
、
三
和
会

み
つ
わ
か
い

で
や
っ
て
い
た
人
も
器
用
な
人
で
、
正
式
に
お
囃
子
を
習

っ
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
は
小
川
さ
ん
と
縁
故
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
に
頼
ん
で
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

代
々
の
阪
東
さ
ん
で
、
そ
れ
ほ
ど
上
手
な
人
は
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
義
太
夫
に
合

わ
せ
て
音
を
出
し
て
い
る
だ
け
。
今
は
囃
子
方
の
人
が
お
囃
子
を
入
れ
て
い
る
か
ら
、

踊
り
の
方
と
同
じ
よ
う
に
演
奏
し
ま
す
。
そ
れ
で
殆
ど
絶
え
間
な
く
音
を
入
れ
て
い
ま

す
ね
。
三
和
会
に
限
ら
ず
、
そ
の
頃
の
お
囃
子
は
取
り
敢
え
ず
、
誰
か
が
出
来
そ
う
な

人
を
見
つ
け
て
来
た
の
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
人
が
い
な
い
時
は
、
今
の
大
阪
の
落
語

家
と
同
じ
よ
う
に
、
人
形
遣
い
の
誰
か
、
若
い
人
が
や
る
わ
け
で
す
。「
こ
こ
ボ
ー
ン

や
」
と
か
、「
風
音
や
」
と
か
、
義
太
夫
の
詞
に
従
っ
て
や
り
ま
し
た
。
大
体
三
味
線

の
手
が
付
い
て
い
ま
す
も
の
ね
。
遠
寄
せ
な
ど
で
も
、
義
太
夫
で
「
陣
太
鼓
」
と
い
う

と
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
、
ド
ン
ド
ン
と
や
る
だ
け
で
、
今
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
殆
ど
義
太

夫
に
従
っ
て
や
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

昭
和
二
十
七
年
五
月
に
や
り
ま
し
た
、
京
都
の
高
校
で
の
公
開
録
音
に
、
阪
東
弥
三

郎
社
中
と
望
月
太
明
藏
社
中
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。で
も
弥
三
郎
さ
ん
は
一
人
だ
け
で
、

社
中
と
呼
ぶ
人
数
は
い
な
い
は
ず
で
し
た
が
、
望
月
が
社
中
な
の
で
弥
三
郎
さ
ん
の
方

も
こ
う
し
た
よ
う
で
す
。
望
月
が
文
楽
に
入
っ
た
の
は
、
初
代
太
明
藏
さ
ん

（（
11
））

が
活
躍

し
て
い
た
頃
で
、
文
楽
協
会
が
設
立
さ
れ
た
時
で
す
。
そ
れ
以
前
の
二
十
七
年
は
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
録
音
だ
か
ら
で
す
。
前
々
か
ら
太
明
藏
社
中
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
関
係
し
て
い
た
の
で
、

こ
の
時
も
頼
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
、
三
和
会
の
番
付
の
鳴
物
に
芳

村
喜
代
次
が
載
っ
て
い
ま
す
。
弥
三
郎
さ
ん
に
事
情
が
あ
っ
て
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か

211

─ 76─



な
。
こ
の
頃
の
お
囃
子
は
厳
密
で
は
な
い
か
ら
、
人
が
変
わ
っ
て
も
影
響
は
あ
り
ま
せ

ん
。
三
十
七
年
三
月
大
阪
御
堂
会
館
で
、
私
が
三
代
簑
助
襲
名
披
露
を
し
た
時
は
、
ま

だ
喜
代
次
さ
ん
一
人
で
、『
釣
女
』
の
時
も
一
人
で
す
。

三
和
会
の
時
分
に
『
鏡
獅
子
』
で
、
野
澤
勝
太
郎
さ
ん
が
藤
舎
呂
船
さ
ん
を
呼
ん
で

き
ま
し
た
。
三
十
四
年
頃
の
、
東
京
三
越
劇
場
だ
っ
た
か
な
。
四
代
豊
松
清
十
郎
さ
ん

が
襲
名
す
る
前
で
、
紋
之
助
の
時
で
し
た
。
福
原
百
之
助
さ
ん
も
呼
ん
だ
。
二
代
桐
竹

紋
十
郎
さ
ん
の
ご
長
男
が
藤
間
紋
寿
郎
さ
ん
で
す
。
三
和
会
で
景
事
の
も
の
を
や
る
時

は
、
結
構
、
振
り
を
付
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
東
京
在
住
で
し
た
し
、
踊
り
の
方

で
す
か
ら
当
然
、
長
唄
の
お
囃
子
さ
ん
に
は
大
勢
、
知
合
が
い
て
、
そ
の
縁
も
あ
っ
て
、

呂
船
さ
ん
や
百
之
助
さ
ん
を
頼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
博
多
の
大
博
劇
場
で
、
三
和
会
が
『
鏡
獅
子
』
を
出
し
た
時
は
、
土
地
の

芸
子
が
皆
出
ま
し
た
。
呂
船
さ
ん
の
知
り
合
い
の
検
番
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。

望
月
社
中
の
こ
と
ど
も

文
楽
協
会
が
出
来
て
、
三
和
会
・
因
会

ち
な
み
か
い

両
派
が
一
緒
に
な
っ
て
か
ら

（（
２２
））

、
鳴
物
は
望

月
社
中
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
鳴
物
は
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
派
手
に
な
り
ま
し

た
。
三
和
会
で
や
っ
て
い
た
、
芳
村
や
阪
東
は
別
に
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
辞
め
ま
し
た
。

一
緒
に
な
っ
た
時
は
、
囃
子
の
他
に
も
た
と
え
ば
、
衣
裳
の
係
だ
っ
た
八
田
さ
ん
も

辞
め
ま
し
た
。

衣
裳
と
言
え
ば
父
の
紋
太
郎
は
四
ツ
橋
時
代
か
ら
、衣
裳
の
担
当
を
し
て
い
ま
し
た
。

人
が
い
な
い
か
ら
ね
、
文
五
郎
師
匠

（（
３３
））

に
頼
ま
れ
て
。
縫
う
の
は
衣
裳
部
で
す
。
文
五

郎
師
匠
、
栄
三
師
匠

（（
４４
））

、
そ
れ
ぞ
れ
に
好
み
が
あ
る
。
そ
れ
を
衣
裳
部
に
行
っ
て
、
今
度

の
文
五
郎
さ
ん
の
役
に
は
こ
の
衣
裳
、
栄
三
さ
ん
は
こ
れ
で
、
と
い
う
こ
と
を
父
が
選

ぶ
。
も
ち
ろ
ん
衣
裳
部
の
係
員
が
付
い
て
い
ま
す
か
ら
、
衣
裳
を
指
定
す
る
と
、
衣
裳

部
の
方
で
一
揃
い
に
し
て
、
持
っ
て
来
て
く
れ
る
。
こ
の
担
当
は
二
十
五
年
に
辞
め
て

い
ま
す
。
そ
の
後
は
専
門
の
森
田
さ
ん
だ
っ
た
の
か
な
。
文
楽
協
会
の
時
は
こ
の
人
で
、

森
田
さ
ん
は
役
者
上
り
、
女
方
で
し
た
。

お
囃
子
が
望
月
社
中
に
な
っ
て
、
文
楽
に
は
廣
次
さ
ん
が
来
ま
し
た
。
元
役
者
で
二

代
目
太
明
藏
さ
ん
の
父
、
今
の
太
明
藏
さ
ん
の
祖
父
に
あ
た
り
ま
す
。
長
唄
で
も
何
で

も
や
れ
る
し
三
味
線
も
弾
け
ま
す
。
二
代
目
中
村
鴈
治
郎
さ
ん
の
友
達
で
し
た
。

望
月
社
中
に
な
っ
て
か
ら
、「
鳴
物
が
喧
し
い
、
喧
し
い
」
と
特
に
床

（（
５５
））

が
う
る
さ
く

言
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
三
味
線
の
手
に
馬
の
鈴
の
音
が
入
っ
て
い
る
の
に
、

ま
た
囃
子
で
も
鳴
ら
す
。
そ
う
さ
れ
る
と
、「
せ
っ
か
く
三
味
線
を
弾
い
て
い
る
の
に
、

何
し
て
る
ん
や
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
あ
り
ま
し
た
。「
そ
ん
な
こ
と
三

味
線
の
手
が
あ
る
ん
や
か
ら
、
入
れ
ん
で
も
え
え
や
な
い
か
」
と
制
作
か
ら
伝
え
る
よ

う
に
し
て
、
止
め
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
し
た
。
景
事
な
ら
賑
や
か
な
お
囃
子

で
も
、
床
の
方
も
心
得
て
い
ま
す
し
、
な
い
と
寂
し
く
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
普
通
の

お
芝
居
で
す
と
、
ち
ょ
っ
と
喧
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
そ
う
な
の
で
す
が
、

ど
う
し
て
も
や
っ
ぱ
り
鳴
物
を
入
れ
た
が
る
よ
う
で
す
よ
。
文
楽
の
や
り
方
を
心
得
て

い
る
人
は
い
い
で
す
が
、完
全
に
始
め
か
ら
長
唄
の
お
囃
子
で
や
っ
て
き
た
人
た
ち
は
、

も
う
と
に
か
く
音
を
入
れ
な
い
と
安
心
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。

望
月
社
中
に
な
っ
て
か
ら
、
お
囃
子
は
二
人
か
三
人
で
や
っ
て
い
ま
す
。
笛
は
廣
次

さ
ん
が
吹
き
ま
し
た
。
さ
っ
き
も
申
し
ま
し
た
が
廣
次
さ
ん
は
笛
も
や
れ
ば
尺
八
も
、

と
い
う
よ
う
に
何
で
も
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
『
重
の
井
』
の
能
場
の
出
囃
子
で
は
、

初
代
の
太
明
藏
さ
ん
が
や
り
ま
し
た
。

今
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
両
派
が
一
緒
に
な
っ
て
か
ら
、
囃
子
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、

大
道
具
の
絵
な
ど
の
感
じ
も
変
わ
り
ま
し
た
。
昔
の
四
ツ
橋
文
楽
座

（（
６６
））

で
は
パ
ラ
パ
ラ

と
し
た
絵
で
、
近
く
だ
と
何
が
描
い
て
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
客
席
に
行
く
と

ち
ゃ
ん
と
そ
の
よ
う
に
見
え
る
。
今
は
近
く
で
も
き
っ
ち
り
と
見
え
ま
す
。
使
っ
て
い

る
絵
の
具
も
違
い
ま
す
。

四
ツ
橋
時
代
は
、
道
具
の
内
側
は
、
新
聞
を
貼
り
付
け
て
い
ま
し
た
。
朝
日
座

（（
７７
））

に

な
っ
て
か
ら
は
、
一
応
和
紙
の
、
昔
の
戸
籍
と
か
、
あ
あ
い
う
も
の
を
内
側
に
し
て
い
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ま
し
た
。

国
立
劇
場
設
立
以
降
の
こ
と
な
ど

道
具
帳
な
ど
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
新
し
い
で
す
よ
。
文
楽
協
会
が
朝
日
座
で

や
っ
て
る
時
に
は
、
毎
回
毎
回
作
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
、
昔
使
っ
て
い
た

も
の
を
持
っ
て
来
て
、
そ
れ
で
吉
田
玉
男
さ
ん
・
二
代
桐
竹
勘
十
郎
さ
ん
が
一
緒
に
相

談
し
て
、
色
な
ど
を
変
え
る
と
こ
ろ
は
変
え
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
、
棟
梁

も
一
緒
に
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
や
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
頃
の
棟
梁
は
大
繁

だ
い
し
げ

。
法

被
を
着
て
い
か
に
も
棟
梁
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
も
と
は
船
大
工
で
す
。
昭
和
四

十
一
（
一
九
六
六
）
年
に
東
京
の
国
立
劇
場
が
出
来
る
と
、
道
具
の
色
が
変
わ
り
ま
し

た
ね
。
そ
れ
で
五
十
九
年
に
文
楽
劇
場
が
開
設
す
る
と
、
ま
た
変
わ
る
。
国
立
劇
場
が

出
来
る
と
、
美
術
家
が
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
り
、
毎
回
毎
回
新
し
く
道
具
帳
を
描
く
の
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
の
好
み
が
も
の
す
ご
く
出
て
来
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ

は
、
文
楽
劇
場
に
東
京
か
ら
人
が
大
勢
来
て
、
東
京
の
歌
舞
伎
や
舞
踊
の
よ
う
な
綺
麗

な
絵
に
な
り
ま
し
た
。
大
阪
は
ね
、
絵
の
具
は
泥
絵
の
具
の
ね
、
く
す
ん
だ
色
が
本
来

で
す
。
東
京
の
歌
舞
伎
の
よ
う
な
、
あ
ん
な
き
れ
い
な
絵
で
は
な
い
の
で
す
よ
。
お
客

さ
ん
に
と
っ
て
は
、
見
場
が
よ
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
昔
の
味
が
し

な
く
な
っ
た
。
同
じ
色
を
塗
っ
て
も
、
あ
ま
り
綺
麗
だ
と
、
人
形
が
や
っ
ぱ
り
映
え
な

い
。
道
具
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
文
楽
の
人
形
の
衣
裳
は
、
か
な
り
地
味
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
あ
あ
い
う
の
で
も
ね
、
ち
ゃ
ん
と
昔
の
道
具
の
前
だ
と
そ
れ
ら
し
く
見
え

る
の
で
す
。

今
の
お
囃
子
に
、
だ
め
出
し
な
ど
は
し
ま
せ
ん
。
附
帳
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
違

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
の
大
小
は
、
人
形
の
方
で
は
あ
ま
り
言
い
ま
せ
ん
。「
賑

や
か
や
な
あ
」
と
思
っ
て
も
、
別
に
困
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
。
や
は
り
、
太

夫
・
三
味
線
の
方
は
気
に
し
ま
す
け
れ
ど
。
私
た
ち
の
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
、
お
囃
子

さ
ん
の
方
が
心
得
て
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
見
て
、
小
幕
か
ら
出
た
ら
そ
の
き
っ
か
け
で
、

付
け
る
よ
う
に
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

注

(

1)

一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
〜
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
　
関
西
囃
子
界
の
第
一

人
者
。
幼
少
時
代
に
囃
子
の
世
界
に
入
り
、
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
、
望
月
太
明
藏

社
中
を
結
成
。
次
項
、
藤
舎
秀
作
師
の
聞
書
き
に
、
太
明
藏
に
関
す
る
部
分
が
あ
る
。

(

2)

一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）
年
。

(

3)

三
代
吉
田
　
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
〜
一
九
六
二
（
昭
和
三
十
七
）
年
。

(

4)

初
代
吉
田
　
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
〜
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
。

(

5)

文
楽
で
、
太
夫
・
三
味
線
が
演
奏
す
る
た
め
の
、
客
席
上
手
に
設
け
た
舞
台
。
文
中
で
は

太
夫
・
三
味
線
弾
き
を
さ
す
。

(

6)

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
〜
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
。

(

7)

一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）
年
〜
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）
年
。
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二
　
藤
舎
秀
左
久
師
に
聞
く

入
門
の
頃

私
は
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
生
ま
れ
で
す
。
望
月
社
中
に
入
っ
た
の
は
昭
和
二
十

年
代
で
す
。
自
分
た
ち
の
仕
事
は
お
囃
子
と
言
っ
て
い
ま
す
。
社
中
を
中
学
の
時
か
ら

無
給
で
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
社
中
を
結
成
し
た
初
代
の
太
明
藏
師
匠
と
、
知
人
と
い

い
ま
す
か
、
一
種
の
親
戚
み
た
い
な
関
係
が
あ
っ
て
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
の
で
す
。
け

れ
ど
も
私
は
芸
事
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
く
て
、
大
学
に
行
く
つ
も
り
で
し
た
。
そ
れ

で
囃
子
を
手
伝
い
な
が
ら
、
学
校
へ
行
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
初
代
が
「
こ
の
世
界
に

は
大
学
出
は
お
ら
ん
し
、
笛
が
い
な
い
と
困
る
。
お
前
、
笛
や
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ

ま
し
て
、
大
学
が
終
わ
っ
た
ら
初
代
が
引
っ
張
込
ん
だ
。
文
楽
も
最
近
で
こ
そ
、
高
校

卒
や
大
学
を
中
退
し
た
人
が
い
る
け
れ
ど
、
昔
は
中
学
卒
業
ば
か
り
。
小
学
校
も
ち
ゃ

ん
と
行
っ
て
い
な
か
っ
た
人
が
い
た
。「
芸
事
は
早
い
こ
と
覚
え
な
い
か
ん
」
と
い
う

時
代
で
し
た
。

手
伝
い
の
頃
は
笛
以
外
の
楽
器
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
は
っ
き
り
言
っ

て
や
る
気
は
な
か
っ
た
。
中
学
生
で
す
か
ら
ね
。
社
中
に
い
た
の
は
太
明
藏
師
匠
、
太

明
五
郎
さ
ん
、
太
明
十
郎
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
太
明
一
郎
さ
ん
が
入
っ
て
き
た
。
昭
和
二

十
四
年
く
ら
い
で
す
ね
。
手
伝
い
で
始
め
は
楽
器
を
運
ん
だ
だ
け
。
い
き
な
り
子
供
が

触
っ
て
、
簡
単
に
出
来
る
も
の
と
違
い
ま
す
し
ね
。

本
格
的
に
入
る
と
皆
、
長
唄
の
陰
囃
子
か
ら
稽
古
し
ま
す
。
始
め
は
何
も
わ
か
ら
な

く
て
舞
台
に
出
ら
れ
な
い
か
ら
、
先
輩
に
付
い
て
陰
囃
子
を
手
伝
っ
て
、
波
の
音
と
か

山
お
ろ
し
と
か
を
習
っ
て
、
そ
の
間
に
腕
が
上
れ
ば
舞
台
に
出
ら
れ
る
。
文
楽
の
囃
子

は
い
ち
い
ち
習
う
の
で
は
な
く
て
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
自
分
で
勉
強
し
て
ゆ
け
ば
勝
手

に
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
長
唄
も
、
舞
台
で
や
っ
て
い
る
曲
か
ら
覚
え
て
ゆ
く
の

で
す
。
自
分
で
、
そ
の
時
に
舞
台
で
使
っ
て
い
る
囃
子
を
帳
面
に
書
込
ん
で
お
き
ま
す
。

「
こ
こ
で
こ
の
音
を
入
れ
な
さ
い
」
な
ん
て
教
わ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で
こ
そ
、
付
け
、

附
帳
と
い
い
ま
す
が
、
長
唄
の
譜
面
を
、
コ
ピ
ー
が
出
来
た
ら
皆
く
れ
ま
す
け
れ
ど
、

私
達
の
時
代
に
は
コ
ピ
ー
や
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
も
な
い
。「
聞
い
て

覚
え
ろ
、
見
て
覚
え
ろ
」
で
、
師
匠
の
附
帳
な
ど
は
見
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
か
の
時
、
笛
の
師
匠
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
ら
、
太
明
藏
師
匠
が
「
よ
く
見
せ
て
も
ら

え
た
な
あ
」
と
驚
い
て
い
ま
し
た
。
耳
で
聞
い
て
、
た
と
え
ば
「
波
の
音
」
と
い
う
歌

詞
が
あ
れ
ば
、
波
音
で
先
輩
が
打
っ
た
音
を
聴
い
て
お
く
。
カ
カ
リ
は
「
波
の
音
」
で
、

ト
マ
リ
は
「
静
ま
り
て
」
と
唄
う
と
こ
ろ
と
覚
え
る
。
先
輩
連
中
は
、
頭
に
入
っ
て
い

る
か
ら
付
け
を
見
な
い
で
、
ド
ド
ー
ン
と
波
の
音
を
や
り
ま
す
。
そ
れ
で
私
達
は
「
ア
、

こ
こ
の
波
の
音
は
こ
う
す
る
」
と
自
分
の
帳
面
に
書
込
ん
で
、
も
う
覚
え
た
ら
付
け
な

ど
見
る
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
書
込
ん
で
ゆ
く
と
忘
れ
な
い
の
で
す
。
も
う
何
十

年
も
や
ら
な
い
で
忘
れ
て
い
た
曲
も
、
自
分
の
字
を
見
る
と
「
こ
こ
は
こ
う
や
っ
た
な
」

と
思
い
出
し
ま
す
。
附
帳
は
、
芝
居
で
も
あ
り
ま
す
。
普
通
は
、
頭
に
皆
入
っ
て
い
る

か
ら
、
付
け
を
見
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
長
唄
の
会
で
も
、
始
め
は
や
っ
ぱ
り
譜
面

を
見
ま
し
て
、
覚
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
や
み
く
も
に
打
っ
て
い
て
も
邪
魔
に
な

る
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

笛
の
師
匠
の
こ
と
な
ど

私
の
師
匠
は
藤
舎
秀
蓬
師
で
す
。
そ
の
頃
の
「
ほ
う
」
は
、「
峰
」
で
し
た
ね
。
後

に
「
蓬
」
に
改
め
て
い
ま
す
。
師
匠
は
も
と
は
堅
田
喜
三
四
郎
と
い
い
ま
し
た
。
そ
の

頃
社
中
に
、
笛
吹
で
鳳
声
東
三
郎
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
こ
の
人
が
い
る
か
ら
「
笛

は
社
中
に
二
人
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
太
明
藏
師
が
言
っ
て
、
そ
の
時
分
の
第
一
人

者
、
藤
舎
秀
蓬
師
の
所
へ
行
か
し
て
く
れ
ま
し
た
。
東
三
郎
さ
ん
は
藤
舎
に
名
前
を
変

え
て
藤
舎
秀
江
に
な
り
ま
し
た
。
と
っ
く
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
が
太
明
藏

社
中
で
笛
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
笛
方
は
篠
笛
も
能
管
も
皆
や
り
ま
す
。
竹
笛
と

は
言
わ
な
い
で
篠
笛
と
い
い
ま
す
。
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私
も
能
管
と
篠
笛
を
や
り
ま
す
。
尺
八
は
や
り
ま
せ
ん
。
始
め
は
長
唄
会
と
か
お
さ

ら
い
会
で
、
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
文
楽
の
仕
事
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
鳴
物

も
習
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
手
が
足
り
な
い
時
に
は
、
陰
囃
子
も
手
伝
い
ま
し

た
。そ

の
頃
秀
蓬
師
に
弟
子
は
、
何
人
く
ら
い
い
た
で
し
ょ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
素
人
の
弟

子
さ
ん
が
い
て
、
プ
ロ
の
人
は
私
を
入
れ
て
、
四
、
五
人
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
師
匠

は
素
人
の
弟
子
、
京
都
の
花
街
を
、
皆
教
え
て
い
ま
し
た
。
祗
園
は
そ
の
時
分
ま
で
は
、

入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
甲
部
か
ら
宮
川
町
、
先
斗
町
に
、
弟
子
は
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
。
芸
妓
、
舞
妓
、
皆
、
弟
子
で
し
た
。
私
の
弟
子
も
二
人
、
名
前
を
貰
っ
て
い

ま
す
。
祗
園
で
は
な
く
て
本
当
の
素
人
で
す
。
今
、
秀
蓬
師
の
息
子
さ
ん
の
名
生

め
い
し
ょ
う

さ

ん
が
、
家
元
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
後
を
継
い
で
い
ま
す
。
名
生
さ
ん
も
祗
園
と

か
、
京
都
の
五
花
街
で
す
ね
、
そ
う
い
う
所
を
ほ
っ
て
お
く
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、

跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。
今
は
名
生
さ
ん
が
中
心
で
す
。
歌
舞
伎
な
ど
に
よ
く
出
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
だ
け
で
は
な
く
て
長
唄
も
。
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
す
よ
。
笛
と
か

鳴
物
は
皆
、
一
つ
の
音
曲
に
限
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。

私
は
秀
蓬
師
の
留
め
の
弟
子
で
す
。
だ
か
ら
三
文
字
に
し
て
あ
る
。
普
通
は
二
文
字

で
す
が
、
私
だ
け
が
「
お
前
は
も
う
プ
ロ
の
弟
子
、
最
後
だ
か
ら
三
文
字
に
し
よ
う
」

と
言
っ
て
。
左
に
久
し
い
左
久
っ
て
い
い
名
前
な
の
で
す
。
お
師
匠
さ
ん
が
そ
れ
を
考

え
て
く
れ
ま
し
た
。
留
め
は
三
字
と
い
う
決
ま
り
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
頃
、
秀
蓬
師

は
四
十
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
九
十
四
で
一
昨
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
二
、
三
十
年
代
の
社
中

そ
の
当
時
、
昭
和
二
十
年
代
、
社
中
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
ね
。
太
明
藏
師
匠
、
先

代
の
太
明
吉
さ
ん
、
初
代
の
太
明
勝
さ
ん
、
太
明
十
郎
さ
ん
、
太
明
次
さ
ん
、
太
明
三

郎
さ
ん
、
太
明
四
郎
さ
ん
。
太
明
藏
社
中
だ
け
で
十
人
は
い
た
で
し
ょ
う
。
助
っ
人
と

い
い
ま
す
か
、
ウ
チ
の
芸
の
親
戚
筋
に
当
た
る
、
準
社
中
と
い
う
形
の
人
た
ち
も
い
ま

し
た
。
他
に
太
意
蔵
さ
ん
、
太
意
吉
さ
ん
と
か
、
そ
う
い
う
人
も
来
て
い
ま
し
た
か
ら
、

常
時
、
も
う
二
十
人
く
ら
い
動
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

今
、
名
前
を
挙
げ
ま
し
た
初
代
太
明
勝
さ
ん
は
付
師
で
し
た
。
初
代
太
明
藏
師
匠
が
、

芝
居
で
や
る
囃
子
に
つ
い
て
「
何
か
探
し
て
く
れ
や
」
と
言
う
と
、
す
ぐ
に
適
当
な
も

の
を
選
ぶ
の
で
す
。
昔
の
芝
居
に
精
通
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
そ
ん
な
人
は
殆
ど
い

ま
せ
ん
。
ウ
チ
の
芝
居
と
か
映
画
の
付
師
で
、
今
の
太
明
勝
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
す
。

今
は
、
歌
舞
伎
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
普
通
の
芝
居
で
は
付
師
は
な
い
で
す
ね
。
大
川

橋
蔵
さ
ん
の
「
銭
形
平
次
」
の
よ
う
な
の
は
、
や
は
り
昔
の
で
す
か
ら
ね
、
合
方
を
入

れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
付
師
が
い
る
の
で
す
。
新
喜
劇
の
藤
山
寛
美
さ
ん
に
頼
ま

れ
て
行
っ
た
時
も
、
付
師
の
人
で
大
西
さ
ん
て
い
っ
た
か
な
、
町
の
大
衆
芝
居
の
流
れ

で
す
け
れ
ど
、
何
で
も
知
っ
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
昔
の
人
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
し

た
。
色
々
な
も
の
、
も
う
、
廃
れ
た
よ
う
な
曲
で
も
、
パ
ッ
と
当
て
は
め
て
ね
。
お
師

匠
さ
ん
も
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
自
分
で
探
し
て
い
る
暇
が
な
い
。「
何

か
え
え
の
、
え
え
合
方
な
い
か
い
」
と
言
っ
た
ら
持
っ
て
来
る
。
そ
れ
で
太
明
勝
さ
ん

が
三
味
線
を
弾
い
て
、
舞
台
で
三
味
線
を
弾
く
人
、
陰
で
弾
く
人
が
そ
の
譜
を
書
取
る
。

そ
れ
で
今
度
は
長
唄
の
人
が
や
る
わ
け
で
す
。
本
番
の
時
に
は
太
明
勝
さ
ん
は
、
囃
子

の
方
を
受
持
ち
ま
す
か
ら
、
三
味
線
を
弾
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
太
明
勝

さ
ん
は
、
ウ
チ
の
い
わ
ゆ
る
邦
楽
部
長
。
今
で
は
あ
の
人
ほ
ど
知
っ
て
い
る
人
は
、
い

な
い
と
思
い
ま
す
。

文
楽
の
囃
子
に
関
わ
り
だ
し
た
頃
の
こ
と
な
ど

社
中
が
文
楽
の
囃
子
を
や
り
出
し
た
の
は
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
以
降
、
文

楽
協
会
が
出
来
て
か
ら
で
す
。
協
会
が
出
来
る
前
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
文
楽
の
ス
タ
ジ
オ
取

り
の
時
、
手
伝
っ
て
い
て
そ
の
縁
で
彼
等
の
方
か
ら
「
業
界
の
方
も
手
伝
っ
て
く
れ
や
」

と
頼
ま
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ウ
チ
の
太
明
藏
師
匠
は
、
お
人
形
の
二
代
目

桐
竹
紋
十
郎
さ
ん
と
、
も
の
す
ご
く
親
し
か
っ
た
こ
と
も
、
文
楽
と
関
わ
っ
た
理
由
か
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も
知
れ
ま
せ
ん
。
師
匠
は
顔
は
広
か
っ
た
で
す
。
映
画
の
長
谷
川
一
夫
と
も
親
し
か
っ

た
で
す
。
演
劇
界
で
も
知
ら
な
い
人
は
い
な
か
っ
た
。
上
方
歌
舞
伎
の
市
川
寿
海
と
も

親
し
か
っ
た
。

協
会
が
出
来
て
、文
楽
と
正
式
に
専
属
み
た
い
な
形
で
や
り
だ
し
た
三
十
八
年
頃
は
、

文
楽
中
心
に
仕
事
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
常
時
、
人
は
送
込
ん

で
い
ま
し
た
。
ま
だ
そ
の
頃
は
、
文
楽
も
結
構
、
毎
月
に
近
い
く
ら
い
や
っ
て
い
ま
し

た
。
巡
業
に
も
か
な
り
行
き
ま
し
た
。

四
ツ
橋
文
楽
座
に
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
は
青
木
新
三
郎

（（
１１
））

と
い
う
お
爺

さ
ん
が
専
属
に
い
ま
し
た
か
ら
。
藤
舎
呂
園
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
、
呂
園
さ
ん
も
亡
く

な
り
ま
し
た
。

小
川
弥
三
郎
さ
ん
と
い
う
人
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
大
体
、
関
西
の
鳴
物
は
、
昔
は

小
川
流
だ
っ
た
の
で
す
。
直
接
に
は
ご
本
人
は
知
り
ま
せ
ん
。
初
代
太
明
藏
師
は
、
そ

の
小
川
流
の
笛
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
基
本
的
に
今
の
芝
居
な
ど
に
合
わ
な

い
。
お
神
楽
の
親
戚
み
た
い
に
、
ピ
ー
ヒ
ャ
ラ
ピ
ー
ヒ
ャ
ラ
で
ね
。
舞
台
の
人
に
眼
を

剥
か
れ
ま
す
か
ら
ね
。
今
は
小
川
流
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
楽
の
お
囃
子
は
、
三
人
で
や
り
ま
し
た
ね
。
本
興
行
は
三
人
。
地
方
は
二
人
。
笛

だ
け
で
は
な
く
、
鳴
物
も
手
伝
い
ま
す
。
囃
子
に
は
専
門
の
楽
器
な
ん
て
な
い
。
人
が

足
ら
な
け
れ
ば
手
伝
わ
な
い
と
。
始
め
は
陰
か
ら
仕
込
ま
れ
た
か
ら
。
三
十
一
歳
く
ら

い
の
時
か
な
、
新
歌
舞
伎
座
で
美
空
ひ
ば
り
の
公
演
が
あ
っ
た
。『
道
成
寺
』
の
道
行

か
ら
鐘
入
ま
で
あ
っ
て
、
一
時
間
四
十
分
く
ら
い
か
か
る
。
そ
の
時
に
私
は
「
お
前
、

陰
や
り
」
と
言
わ
れ
て
、
や
り
ま
し
た
。
鐘
が
降
り
て
蛇
に
な
っ
て
花
道
を
入
る
時
に
、

大
ド
ロ
を
打
ち
ま
し
た
が
、
し
ん
ど
く
て
途
中
で
撥
を
放
り
出
そ
う
か
と
思
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
新
歌
舞
伎
座
の
大
き
な
太
鼓
で
、
肩
が
痛
く
な
っ
て
体
が
続
か
な
い
。

そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
、
音
曲
の
ま
と
め
役
の
杵
屋
花
叟
さ
ん
が
跳
ん
で
来
て
、
手
を
握

っ
て
「
よ
う
打
っ
て
く
れ
た
」
と
喜
ん
く
れ
ま
し
た
。
当
時
の
中
村
扇
雀
さ
ん
が
『
鏡

獅
子
』
を
踊
っ
た
時
や
、
中
村
富
十
郎
さ
ん
が
『
菊
慈
童
』
を
踊
っ
た
時
は
、
出
囃
子

を
や
り
ま
し
た
。

東
京
の
笛
吹
に
「
す
み
ま
せ
ん
、
陰
を
や
っ
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、「
僕
、
陰

や
り
に
来
た
ん
と
違
う
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
東

京
で
も
関
西
で
も
皆
、
笛
は
「
お
」
が
付
く
ん
で
す
、
お
笛
さ
ん
。
笛
吹
な
ど
と
言
っ

た
ら
怒
ら
れ
ま
す
。
昔
、
武
家
の
次
男
坊
、
三
男
坊
が
部
屋
住
だ
か
ら
芝
居
を
見
に
来

て
い
て
、
別
格
で
芝
居
の
囃
子
を
手
伝
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
鳴
物
の
場

合
は
、
小
鼓
と
大
鼓
と
太
鼓
、
三
つ
は
や
り
ま
す
が
、
笛
は
笛
だ
け
単
独
の
セ
ク
シ
ョ

ン
。
武
家
の
息
子
が
入
っ
て
い
た
か
ら
、
昔
の
芝
居
小
屋
に
は
刀
掛
が
付
い
て
い
た
そ

う
で
す
。
飯
塚
の
嘉
穂
劇
場
に
そ
の
名
残
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

初
代
太
明
藏
師
に
つ
い
て

太
明
藏
の
「
藏
」
は
、
昔
か
ら
古
い
方
の
字
を
私
達
は
使
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
、

新
漢
字
に
な
っ
て
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
が
付
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
太
明
藏
師
は
、
殆

ど
一
手
に
踊
り
と
か
長
唄
の
会
を
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
あ
の
有
名
な
芳

村
伊
十
郎
さ
ん
で
も
長
唄
協
会
な
ど
で
、
大
阪
に
来
た
時
、
前
に
来
て
「
天
王
寺
、
ご

無
沙
汰
し
て
ま
す
」
と
挨
拶
し
て
い
ま
し
た
。
太
明
藏
師
匠
は
、
天
王
寺
区
に
住
ん
で

い
ま
し
た
か
ら
ね
。
地
名
で
呼
ば
れ
る
の
は
大
し
た
も
の
な
の
で
す
。
初
代
は
大
立
者

で
し
た
よ
。
鳴
物
界
か
ら
は
、
も
う
あ
あ
い
う
師
匠
は
東
京
で
も
大
阪
で
も
出
な
い
で

し
ょ
う
。
囃
子
に
つ
い
て
は
、
一
手
に
引
受
け
た
大
立
者
。
す
べ
て
を
取
仕
切
る
。
全

部
を
雇
っ
て
、
仕
事
を
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
藤
舎
呂
船
さ
ん
だ
け
は
、
向

こ
う
の
大
将
だ
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

年
を
取
っ
た
人
で
、
そ
れ
ま
で
働
い
て
い
た
劇
団
が
な
く
な
っ
て
、
困
っ
て
い
る
人

が
来
る
と
、
受
入
れ
て
文
楽
の
お
囃
子
を
や
っ
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
来
る
も
の
は

拒
ま
ず
で
す
。
仕
事
が
広
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
手
は
い
く
ら
で
も
欲
し
か
っ
た
。

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
頃
の
朝
日
座
の
筋
書
き
に
載
っ
て
い
る
「
か
み
な
り

会
」、
そ
の
名
前
を
付
け
た
の
は
私
な
の
で
す
。
一
種
の
勉
強
会
で
す
。
太
明
藏
師
匠
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が
「
関
西
の
芸
能
は
、
お
そ
ま
つ
や
。
長
唄
を
も
っ
と
な
ん
と
か
育
て
あ
げ
よ
う
」
と

考
え
た
の
で
す
。
東
京
に
は
伊
十
郎
さ
ん
の
芳
村
も
あ
る
し
、
和
歌
山
も
あ
っ
て
有
名

な
人
も
い
る
。
私
費
で
育
て
て
関
西
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
珍
し
い
で
す

ね
、
私
費
で
育
て
る
な
ん
て
。「
何
か
い
い
名
前
な
い
か
」
と
私
に
聞
か
れ
た
の
で
、

そ
れ
で
色
々
考
え
ま
し
た
。「
か
」
は
長
唄
の
歌
。
本
当
は
唄
だ
け
ど
バ
イ
に
な
る
か

ら
「
歌
」
の
「
か
」。
み
は
三
味
線
。「
な
り
」
は
鳴
物
。
そ
れ
で
も
じ
っ
て
か
み
な
り

会
。か

み
な
り
会
は
、
太
明
藏
社
中
の
全
員
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
も
う
、
皆
亡

く
な
っ
て
、
か
み
な
り
会
の
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
実
際
を
知
ら
な
い
人

ば
か
り
で
し
ょ
う
。
会
で
は
太
明
藏
師
匠
は
鳴
物
の
リ
ー
ダ
ー
。
杵
屋
俊
一
さ
ん
、
後

の
杵
屋
寛
十
郎
さ
ん
が
、
当
時
、
一
人
前
の
お
師
匠
さ
ん
で
、
三
味
線
の
リ
ー
ダ
ー
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
。
長
唄
の
第
一
人
者
、
杵
屋
憲
司
郎
さ
ん

も
呼
び
ま
し
た
ね
。
か
み
な
り
会
は
幅
広
く
色
々
な
人
を
入
れ
て
、
そ
の
中
に
望
月
太

明
藏
社
中
も
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
関
西
の
長
唄
を
背
負
っ
て
い
る
人
で
も
、
会
を

手
伝
っ
て
く
れ
な
い
人
も
い
た
。
ギ
ャ
ラ
が
安
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
に
た
か
が
芝
居

な
ん
て
と
思
う
人
も
い
た
か
ら
。
で
も
九
十
五
、
六
歳
か
な
、
今
も
や
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
今
藤
佐
知
郎
さ
ん
、こ
の
方
は
ウ
チ
の
師
匠
が
か
わ
い
が
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
、

長
唄
で
は
主
に
な
っ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
俊
一
さ
ん
は
今
、
生
き
て
い
た
ら
八
十
五
、

六
位
か
な
、
佐
知
郎
さ
ん
の
方
が
先
輩
で
す
か
ら
ね
。
憲
司
郎
さ
ん
は
、
も
う
亡
く
な

り
ま
し
た
。
佐
知
郎
さ
ん
は
、
か
み
な
り
会
に
入
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

主
体
は
や
っ
ぱ
り
俊
一
さ
ん
で
す
ね
。
憲
司
郎
さ
ん
は
唄
と
し
て
、
入
る
と
い
う
よ
り

も
協
力
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
人
は
、
頭
が
禿
げ
て
い
た
の
で
ツ
ル
司

郎
さ
ん
て
、
あ
だ
名
を
付
け
て
い
ま
し
た
。
奈
良
の
あ
や
め
池
の
駅
前
で
、
う
ど
ん
屋

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
大
阪
で
文
楽
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
「
一
力
」
を
出
す
時
は
、

出
演
を
頼
み
ま
し
た
。
か
み
な
り
会
に
は
、
入
会
し
て
い
る
と
い
う
身
分
証
は
あ
り
ま

せ
ん
。
手
伝
い
を
お
願
い
す
る
時
は
、
か
み
な
り
会
の
名
刺
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
完

全
に
入
っ
て
い
る
の
は
ウ
チ
の
社
中
だ
け
で
す
。
太
明
藏
師
は
若
手
に
「
東
京
へ
修
業

に
行
け
、
金
は
出
し
て
や
る
か
ら
。
東
京
の
長
唄
習
っ
て
来
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
関
西
で
仕
事
を
抱
え
て
い
ま
す
か
ら
、
行
け
な
か
っ
た
で
す
ね
。
東
京
に
行
っ
て

仕
事
が
あ
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
し
、
流
派
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
や
っ

ぱ
り
大
阪
で
勉
強
す
る
と
言
っ
て
、
二
の
足
を
踏
む
の
は
無
理
な
い
と
思
い
ま
す
。

師
匠
が
上
方
の
人
を
育
て
る
と
い
う
の
は
、
歌
舞
伎
に
も
及
び
ま
し
た
。
そ
れ
で
三

代
目
の
坂
東
薪
車
、
今
の
竹
三
郎
さ
ん
を
、「
朝
日
座
で
育
て
な
け
れ
ば
」
と
言
い
出

し
ま
し
た
。
関
西
歌
舞
伎
を
盛
り
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
實
川
延
若
さ
ん
な
ど
が

い
な
く
な
り
ま
し
た
し
、
寿
海
さ
ん
も
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
市
川
雷
蔵
さ
ん
は
映

画
に
行
き
ま
し
た
し
ね
。
だ
か
ら
関
西
歌
舞
伎
は
廃
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
関
西
歌
舞
伎

の
若
手
を
育
て
よ
う
と
思
っ
た
。

朝
日
座
で
一
週
間
や
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
週
間
と
い
う
の
は
本
公
演
だ
け
で
、

稽
古
を
入
れ
れ
ば
も
っ
と
長
い
。
ま
ず
本
読
み
を
や
っ
て
、
立
稽
古
を
や
っ
て
、
そ
れ

か
ら
舞
台
稽
古
で
す
か
ら
ね
。
稽
古
だ
け
で
、
こ
の
時
は
二
週
間
く
ら
い
か
か
っ
た
。

初
日
に
揃
い
の
浴
衣
を
師
匠
か
ら
貰
っ
て
、
千
秋
楽
に
な
っ
た
ら
「
お
前
ら
ギ
ャ
ラ
な

し
や
」
と
師
匠
の
ひ
と
こ
と
。
弁
当
と
浴
衣
を
貰
う
だ
け
。
弁
当
や
浴
衣
は
師
匠
が
お

金
を
出
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
親
分
肌
の
人
で
し
た
か
ら
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
に
若
い

人
を
育
て
よ
う
と
し
た
。
社
中
あ
れ
ば
こ
そ
で
す
け
れ
ど
ね
。
わ
ざ
わ
ざ
よ
そ
か
ら
頼

ん
で
誰
か
に
来
て
も
ら
っ
て
い
た
ら
、
ギ
ャ
ラ
な
し
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

社
中
だ
か
ら
、
師
匠
の
言
う
こ
と
は
聞
か
な
く
て
は
で
「
浴
衣
で
我
慢
し
と
け
」
の
鶴

の
一
声
に
全
員
「
ハ
イ
」。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

師
匠
は
人
の
世
話
だ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
演
奏
を
し
て
い
ま
し
て
、
同
じ
日
に

掛
持
ち
で
勤
め
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
。
あ
の
時
分
に
あ
っ
た
劇
場
を
挙
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
終
戦
後
、
松
坂
屋
と
大
手
前
会
館
、
他
に
劇
場
が
な
か
っ
た
頃
は
、

こ
の
舞
台
を
使
い
ま
し
た
。
大
手
前
会
館
は
大
阪
城
の
所
で
、
今
は
取
り
壊
さ
れ
て
カ

タ
カ
ナ
で
ド
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
が
新
し
く
建
っ
た
。
そ
れ
か
ら
大
劇
、
大
阪
劇
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場
が
出
来
た
。
毎
日
と
産
経
は
ホ
ー
ル
で
す
ね
。
産
経
も
毎
日
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
厚
生
年
金
会
館
ホ
ー
ル
で
す
ね
。

二
、
三
十
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な
所
で
太
明
藏
師
匠
は
掛
持
ち
を
し
て
い
ま

し
た
。
た
と
え
ば
毎
日
ホ
ー
ル
で
、『
藤
娘
』
の
出
囃
子
を
や
っ
て
い
る
同
じ
日
に
、

産
経
ホ
ー
ル
で
『
鏡
獅
子
』
が
出
る
と
、
タ
テ
に
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。『
鏡
獅

子
』
の
「
タ
テ
十
五
分
前
に
な
っ
た
ら
教
え
て
く
れ
よ
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
、
私
は
出

囃
子
の
後
ろ
か
ら
長
箒
の
柄
で
突
っ
つ
く
の
で
す
よ
。
お
師
匠
さ
ん
は
舞
台
を
抜
け
出

し
て
、
産
経
ホ
ー
ル
へ
行
っ
て
『
鏡
獅
子
』
を
や
る
。『
鏡
獅
子
』
が
終
わ
っ
た
ら
、

何
食
わ
ぬ
顔
で
帰
っ
て
来
て
座
っ
て
い
る
。
五
分
く
ら
い
で
行
け
ま
す
か
ら
ね
。
着
る

も
の
も
紋
付
き
袴
を
着
け
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
鼓
も
持
て
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の

を
、
風
呂
敷
に
包
ん
で
さ
っ
と
歩
い
て
行
け
ば
、
も
う
舞
台
に
出
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。

毎
日
ホ
ー
ル
は
舞
台
が
狭
い
か
ら
、『
藤
娘
』
の
出
囃
子
は
横
で
し
た
。
文
楽
の
太

夫
座
み
た
い
に
、
囃
子
の
位
置
は
上
手
の
横
に
突
き
出
し
て
い
た
。
赤
い
毛
氈
を
敷
い

て
上
が
長
唄
、
下
が
囃
子
。
気
を
付
け
て
見
れ
ば
、
師
匠
が
抜
け
て
一
人
分
空
い
て
い

る
の
が
わ
か
る
け
れ
ど
、
お
客
さ
ん
は
舞
台
に
気
を
と
ら
れ
ま
す
か
ら
。『
鏡
獅
子
』

の
方
は
、
や
っ
ぱ
り
立
鼓
の
お
師
匠
さ
ん
が
行
っ
て
、
舞
台
に
顔
を
揃
え
な
い
と
、
向

こ
う
の
会
主
が
納
得
し
な
い
で
す
。
掛
持
ち
の
時
は
、
出
し
物
に
よ
っ
て
臨
機
応
変
に
、

ど
ち
ら
の
舞
台
に
先
に
行
く
か
、
向
こ
う
か
ら
、
番
組
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
来
ま
す
か
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
す
。
舞
台
に
出
て
い
な
い
時
に
着
替
え
て
。
着

物
が
多
か
っ
た
で
す
か
ら
、
袴
だ
け
持
っ
て
。
忙
し
か
っ
た
で
す
。
一
日
に
新
歌
舞
伎

座
、
大
劇
、
松
坂
屋
、
産
経
と
い
う
日
も
あ
り
、
師
匠
は
走
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。

師
匠
の
抜
け
る
の
を
知
っ
て
い
る
人
の
中
に
は
、「
お
師
匠
さ
ん
、
絶
対
抜
け
な
い
で

下
さ
い
よ
」
と
念
を
押
す
人
も
い
ま
し
た
。
華
や
か
な
大
き
な
存
在
で
し
た
か
ら
ね
。

そ
ん
な
の
が
通
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
舞
台
を
抜
け
て
出
て
行
く
な
ど
、
今
で
は

考
え
ら
れ
な
い
で
す
よ
。

そ
の
時
分
は
自
動
車
は
な
く
て
、
三
輪
自
動
車
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
三
輪

自
動
車
も
タ
ク
シ
ー
も
使
わ
せ
て
貰
え
ま
せ
ん
で
し
た
。「
若
い
ん
だ
か
ら
、
持
っ
て

け
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
大
手
前
会
館
な
ど
は
市
電
で
行
く
の
で
す
。
大
太
鼓

と
か
締
太
鼓
と
か
、
銅
鑼
を
持
っ
て
。
随
分
顰
蹙
の
目
で
見
ら
れ
ま
し
た
。
強
引
に
混

ん
だ
電
車
で
も
入
り
込
む
も
の
で
す
か
ら
。

邦
楽
・
舞
踊
は
盛
ん
で
し
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

お
囃
子
昨
今

こ
の
頃
、
囃
子
の
演
奏
は
劇
場
で
も
テ
ー
プ
が
多
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
芝
居
の
前

に
テ
ー
プ
を
入
れ
に
行
っ
て
、
そ
れ
を
劇
場
で
使
用
し
て
い
ま
す
。
歌
舞
伎
の
出
の
人
、

橋
蔵
さ
ん
な
ど
は
、
や
っ
ぱ
り
テ
ー
プ
を
嫌
い
ま
し
た
ね
。
で
す
か
ら
ナ
マ
で
や
り
ま

し
た
。
三
波
春
夫
さ
ん
も
や
っ
ぱ
り
ナ
マ
で
。
テ
ー
プ
だ
と
役
者
が
、
台
詞
を
テ
ー
プ

に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ナ
マ
の
場
合
、
役
者
が
延
ば
し
た
ら
そ
の
ま
ま
合
わ

せ
て
延
ば
し
て
や
る
の
で
す
。
テ
ー
プ
だ
と
役
者
は
や
り
に
く
い
し
、
決
ま
り
切
っ
た

台
詞
の
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。

昔
の
囃
子
と
い
う
と
正
直
言
っ
て
も
う
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

全
部
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
そ
れ
を
き
っ
ち
り
と
、
克
明
に
三
味
線
の
譜
に
手

を
付
け
て
、
こ
の
チ
ン
に
は
ポ
ン
を
当
て
る
、
こ
の
テ
ン
に
は
パ
を
当
て
る
と
、
細
や

か
に
作
り
上
げ
た
の
は
藤
舎
呂
船
さ
ん
で
す
。
近
世
邦
楽
の
、
い
わ
ゆ
る
立
役
者
で
す

ね
。
だ
か
ら
今
は
、
東
京
も
大
阪
も
そ
う
い
う
芸
は
、
も
の
す
ご
く
緻
密
に
な
っ
た
。

昔
は
調
子
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
気
に
し
な
か
っ
た
で
す
。
だ
か
ら
昔
の
レ
コ
ー
ド
を

聞
い
た
ら
、
外
れ
て
ま
す
。
そ
れ
で
も
昔
は
通
っ
た
の
で
す
。
今
は
調
子
で
も
外
れ
た

ら
、
長
唄
の
連
中
な
ど
が
嫌
が
り
ま
す
。

三
味
線
は
弾
い
て
い
る
と
弦
が
伸
び
る
の
で
す
。
音
が
下
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
合

わ
せ
て
笛
を
持
ち
替
え
な
い
と
、
こ
ち
ら
も
気
持
ち
悪
い
。
そ
れ
で
笛
は
複
数
用
意
し

ま
す
。
三
味
線
弾
き
も
気
を
付
け
て
、
緻
密
に
神
経
使
い
な
が
ら
演
奏
を
や
っ
て
ま
す

か
ら
、
直
し
ま
す
。
で
す
か
ら
笛
も
神
経
を
使
い
ま
す
。
少
々
の
ず
れ
な
ら
歌
口
を
前
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に
出
し
た
り
し
て
、
そ
れ
で
調
整
し
ま
す
。

能
管
と
笛
は
、
演
奏
中
は
出
し
て
お
き
ま
す
。
能
管
は
扇
子
の
上
に
置
き
ま
す
。
能

管
は
、
お
能
か
ら
の
も
の
だ
か
ら
、
格
が
上
な
の
で
す
。
私
は
篠
笛
の
方
は
、
き
れ
い

な
紫
の
布
の
上
に
置
き
ま
す
。
紫
は
品
格
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

笛
の
音
は
耳
に
来
ま
す
か
ら
、
唄
が
釣
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
も
の
す
ご
く
笛
は
神
経

を
使
い
ま
す
。
鼓
に
も
音
階
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
リ
ズ
ム
楽
器
で
す
か
ら
、

ポ
ン
と
か
チ
だ
け
。
笛
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
楽
器
で
す
か
ら
、
完
全
に
三
味
線
と
唄
に
付
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
だ
か
ら
東
京
に
い
る
、
亡
く
な
っ
た
望
月
長
一
郎
ん
は
「
笛
は

唄
と
三
味
線
の
仲
人
み
た
い
に
、間
を
き
れ
い
に
つ
な
い
で
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
」

と
、
何
十
年
も
前
に
私
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

文
楽
で
鳴
物
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
も
ち
ろ
ん
人
形
を
見
な
が
ら
と
、
床
の
音

を
聞
き
な
が
ら
と
両
方
で
す
。
床
の
邪
魔
に
な
っ
た
ら
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
人
形
遣

い
さ
ん
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
人
形
さ
ん
が
引
立
つ
よ
う
に
。
文
楽
の
囃
子
部
屋
は
舞

台
の
上
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
形
は
見
え
ま
す
。
た
だ
、
人
形
さ
ん
は
足
に
き
っ
か
け

が
あ
る
の
に
、
足
は
上
か
ら
見
て
い
て
も
、
主
遣
い
の
体
の
陰
に
な
り
ま
す
か
ら
見
に

く
い
。
そ
う
い
う
時
は
「
は
っ
き
り
足
出
し
て
や
」
と
言
う
と
、
足
遣
い
の
人
が
見
え

る
よ
う
に
出
し
て
く
れ
た
り
し
ま
す
。

文
楽
の
太
夫
・
三
味
線
は
声
が
大
き
い
の
で
、
囃
子
部
屋
に
は
よ
く
聞
こ
え
ま
す
。

だ
か
ら
私
達
囃
子
が
釣
ら
れ
て
大
き
く
す
る
と
、
囃
子
部
屋
の
す
ぐ
下
に
い
る
人
形
さ

ん
（（
２２
））

の
耳
の
邪
魔
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
太
夫
・
三
味
線
の
邪
魔
を
し
て
は
い
け

な
い
。
文
楽
の
場
合
は
、
神
経
を
使
い
ま
す
。

幕
切
れ
の
音
は
色
々
変
化
し
ま
し
た
。『
曾
根
崎
心
中
』
も
長
く
な
り
ま
し
た
。『
曾

根
崎
心
中
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
「
森
の
ー
」
で
ボ
ー
ン
と
鐘
。
前
は
そ
れ
で
、
チ

ョ
ー
ン
チ
ョ
ー
ン
チ
ョ
ー
ン
と
大
き
な
音
で
柝
が
入
っ
た
。
こ
こ
は
下
か
ら
小
さ
な
音

で
、
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
と
刻
み
上
げ
て
盛
上
げ
て
ゆ
く
と
、
も
の
す
ご
く

余
韻
が
残
る
の
で
す
。
そ
れ
で
私
は
、
踊
り
と
か
歌
舞
伎
の
い
わ
ゆ
る
常
識
に
従
っ
て

ね
、
ボ
ン
を
入
れ
て
下
か
ら
刻
む
の
が
い
い
と
思
っ
て
そ
う
言
い
ま
し
た
ら
、
そ
れ
が

取
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
文
楽
協
会
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
、
人
形
さ
ん
も
色
々
試
行

錯
誤
し
た
時
代
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

今
は
皆
、
一
生
懸
命
勉
強
も
し
て
い
る
。
ツ
ケ
も
一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
。
頑
張

っ
て
い
ま
す
よ
。

公
演
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
三
業

（（
３３
））

の
方
々
か
ら
明
日
か
ら
こ
う
し
て
く
れ
な
ん
て
言

う
注
文
は
、
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
こ
の
音
は
、
も
う
い
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
人
形
さ
ん
に
も
聞
い
て
み
ま
す
。
こ
の
頃
は
そ
う
言
わ
れ
る
こ
と
は

少
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
そ
れ
だ
け
の
神
経
を
使
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

だ
っ
て
何
十
年
も
や
っ
て
い
た
ら
「
こ
り
ゃ
邪
魔
に
な
る
だ
ろ
な
」「
こ
れ
だ
け
の
音

量
上
げ
れ
ば
い
い
な
」
と
わ
か
り
ま
す
か
ら
。
で
も
た
ま
に
「
音
を
と
っ
て
」、
つ
ま

り
音
を
止
め
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
あ
る
時
「
こ
こ
ん
と
こ
音

と
っ
て
欲
し
い
と
、
床
が
言
っ
て
ま
す
」
と
人
形
遣
い
さ
ん
に
伝
え
た
ら
、「
と
っ
て

は
い
か
ん
と
言
い
な
さ
い
。
私
の
芝
居
に
必
要
だ
か
ら
」
と
き
っ
ち
り
し
た
人
形
遣
い

さ
ん
が
い
ま
し
た
。

逆
に
音
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
吉
田
玉
男
さ
ん
の
「
弥
作
鎌
腹
」

（『
義
士
銘
々
伝
』）
の
時
で
す
。
笛
は
入
れ
な
い
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
切
腹
の

時
に
、
舞
台
か
ら
突
如
「
笛
、
入
れ
て
や
」
と
言
わ
れ
て
、
役
者
の
人
、
人
形
さ
ん
の

注
文
で
す
か
ら
、
入
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
体
そ
の
時
に
出
る
調
子
の
笛
を
持
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
音
程
を
合
わ
せ
て
す
ぐ
に
演
奏
し
ま
す
。
舞
台
稽
古
の
時
に
や
っ
ぱ

り
寂
し
い
場
面
だ
か
ら
、
笛
が
欲
し
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
本
番
の
時
は
最
初
か

ら
笛
を
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
場
に
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は
キ
ャ
リ
ア
を
積
ま
な
い
と
出
来

な
い
も
の
で
す
。

太
夫
さ
ん
か
ら
「
音
を
も
っ
と
落
と
し
て
欲
し
い
」
と
、
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
太
夫
さ
ん
は
、
や
は
り
浄
瑠
璃
を
聞
か
せ
た
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
す
る
と
人
形

遣
い
さ
ん
は
、
や
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
囃
子
は
間
に
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立
っ
て
両
方
折
衷
に
し
ま
す
。

道
行
で
「
音
を
落
と
し
て
下
さ
い
」
と
、
太
夫
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
の
三
味
線
は
前
の
鶴
澤
燕
三
さ
ん
で
、
私
は
ど
う
す
る
か
聞
い
て
み
ま
し

た
。
そ
し
た
ら
「
も
っ
と
派
手
に
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
下
さ
い
」。
そ
う
言
わ
れ
て
も
、

無
茶
苦
茶
に
大
き
な
音
で
は
や
り
ま
せ
ん
。
大
体
燕
三
さ
ん
は
「
所
作
事
の
調
子
が
低

す
ぎ
る
、
景
事
物
や
所
作
事
は
、
昔
は
も
っ
と
高
め
に
や
っ
た
も
の
で
す
よ
」
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
世
話
物
な
ど
は
、
そ
ん
な
に
大
き
い
音
は
出
し
ま
せ
ん
。

国
立
劇
場
小
劇
場
の
舞
台
の
上
に
あ
る
囃
子
部
屋
は
、
大
太
鼓
の
後
ろ
側
、
背
中
側

の
囲
い
を
抜
い
て
貰
っ
て
あ
り
ま
す
。
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
音
が
全
部
前
に
い
っ
て
し

ま
う
か
ら
。
特
に
大
太
鼓
は
、
も
ろ
に
前
に
出
て
邪
魔
に
な
り
ま
す
。
布
を
垂
ら
し
て

あ
り
ま
す
。
小
劇
場
の
柿
落
と
し
の
時
に
は
、
部
屋
は
今
の
半
分
し
か
な
か
っ
た
。
残

り
の
所
に
照
明
器
具
を
置
く
つ
も
り
で
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
で
は
困
り
ま
す
。『
忠

臣
蔵
』
の
「
一
力
」
な
ど
で
す
と
、
三
味
線
や
唄
の
人
も
入
り
ま
す
か
ら
、「
こ
ん
な

狭
い
所
じ
ゃ
出
来
な
い
か
ら
大
き
く
し
て
」
と
言
っ
て
、
後
ろ
側
を
抜
い
て
貰
っ
た
り
、

部
屋
の
桟
を
取
っ
て
貰
っ
た
り
し
ま
し
た
。
色
々
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
こ
れ
で
苦

労
し
て
い
ま
す
。
文
楽
劇
場
は
国
立
を
ま
ね
し
て
い
る
か
ら
、
最
初
か
ら
抜
い
て
あ
る

し
囃
子
部
屋
も
広
げ
て
貰
い
ま
し
た
。

後
継
者
に
つ
い
て

今
の
社
中
で
は
、
若
い
人
と
い
っ
て
も
二
十
八
年
程
や
っ
て
い
ま
す
。
も
う
、
一
人

前
を
通
り
越
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
若
い
人
は
入
っ
て
こ
な
い
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、

地
味
な
仕
事
で
す
か
ら
。
四
十
代
の
人
が
い
る
か
ら
、
当
分
、
受
け
継
ぐ
人
は
い
る
。

ど
こ
か
で
補
充
し
な
け
れ
ば
と
い
う
心
づ
も
り
は
し
て
い
ま
す
。

新
し
く
入
っ
た
ら
、
ま
ず
始
め
に
踊
り
の
長
唄
で
鳴
物
を
教
え
て
、
出
来
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
芝
居
の
方
へ
入
れ
ま
す
。
色
々
な
陰
の
音
、
陰
囃
子
を
覚
え
さ
せ
て
か

ら
で
な
い
と
。
来
て
何
に
も
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
皆
が
目
を
剥
き
ま
す
か
ら
ね
。
踊
り

か
ら
始
め
る
の
は
、
囃
子
の
人
数
が
多
い
か
ら
で
す
。
側
に
付
い
て
い
て
、
正
念
場
は

ベ
テ
ラ
ン
が
や
っ
て
、
軽
く
い
け
る
と
こ
ろ
は
や
ら
せ
ま
す
。
そ
こ
は
こ
う
打
っ
た
ら

こ
う
だ
と
か
言
っ
て
、
教
え
て
ゆ
く
。
芝
居
の
場
合
は
や
っ
ぱ
り
、
太
夫
、
三
味
線
が

い
て
、
浄
瑠
璃
に
乗
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
踊
り
で
基
礎
を
や
っ
て
、
あ
る
程

度
出
来
な
い
と
、
芝
居
は
扱
え
な
い
。

私
は
今
、
主
に
文
楽
を
や
っ
て
い
て
東
京
公
演
に
も
行
き
ま
す
。
芝
居
と
い
う
の
は

風
の
音
、
波
の
音
な
ど
、
情
景
を
見
な
が
ら
打
た
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
能
管
で
も
吹

け
ば
い
い
の
と
は
違
い
ま
す
か
ら
ね
。
た
だ
吹
く
の
で
は
邪
魔
に
な
り
ま
す
。
強
弱
と

か
、
間
延
び
さ
せ
る
も
の
と
か
、
せ
わ
し
な
い
も
の
と
か
、
色
々
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ

れ
は
も
う
、
舞
台
を
見
な
が
ら
や
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
が
な
い
と
、
勤
ま
り
ま
せ
ん
。

義
太
夫
節
の
場
合
は
声
が
低
い
か
ら
、
篠
笛
は
裏
調
子
で
オ
ク
タ
ー
ブ
上
で
取
る
の

で
す
。
長
唄
な
ど
は
同
じ
調
子
で
す
。
義
太
夫
節
は
低
い
の
で
、
同
じ
調
子
で
は
や
れ

な
い
。
指
の
使
い
方
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら
、
文
楽
は
難
し
い
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
、

指
穴
を
自
分
で
研
究
し
て
覚
え
る
し
か
な
い
。
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
突
如

「
こ
こ
笛
を
入
れ
て
下
さ
い
」
と
な
っ
た
時
は
、
若
い
人
は
弱
い
で
す
ね
。
テ
ー
プ
で

覚
え
て
き
て
い
る
か
ら
、
い
き
な
り
ぽ
ん
と
言
わ
れ
る
と
、
ど
こ
で
ど
の
音
、
三
味
線

が
ど
の
音
か
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
身
に
付
く
ま
で
が
大
変
で
す
。

そ
の
道
で
職
業
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
の
は
十
年
目
く
ら
い
で
、
鳴
物
の
囃
子
の
場

合
に
は
『
鏡
獅
子
』
な
ど
、
大
勢
並
び
ま
す
か
ら
、
出
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
笛
は
一

人
で
す
か
ら
、
確
実
に
出
来
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
出
ら
れ
ま
せ
ん
。

現
在
の
お
囃
子

囃
子
の
一
つ
、
シ
ャ
ギ
リ
で
す
が
、
普
通
、
舞
踊
会
や
お
芝
居
の
方
で
は
、
着
到
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
文
楽
の
場
合
、
着
到
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
形
車
切

シ
ャ
ギ
リ

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
何
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、「
始
ま
り
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
で
入
れ
る
の
で

す
。
そ
れ
を
聞
い
て
皆
「
ア
、
そ
ろ
そ
ろ
芝
居
が
始
ま
る
」
と
入
っ
て
来
る
。
昔
は
長
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く
や
っ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
頃
は
劇
場
の
ブ
ザ
ー
が
鳴
り
ま
す
か
ら
ね
。
人
形

車
切
は
太
鼓
を
担
当
し
て
い
る
、
ベ
テ
ラ
ン
が
や
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

尺
八
は
よ
そ
か
ら
頼
み
ま
す
。
尺
八
は
「
本
蔵
下
屋
敷
」（『
増
補
忠
臣
蔵
』）
な
ど

で
出
ま
す
。
始
め
は
ウ
チ
か
ら
頼
ん
で
、
二
回
目
か
ら
は
以
前
に
誰
に
頼
ん
だ
の
か
、

わ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
国
立
劇
場
か
ら
声
を
か
け
て
も
ら
い
ま
す
。
尺
八
の
人
に
は
、

来
た
ば
か
り
の
時
は
、
き
っ
か
け
は
言
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
吹
き
始
め
て
、
こ
こ
で
止

め
て
下
さ
い
と
言
い
ま
す
。
吹
き
始
め
は
、
人
形
が
構
え
て
か
ら
。
構
え
ぬ
う
ち
に
吹

い
た
ら
お
か
し
い
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
こ
っ
ち
が
止
め
た
ら
向
こ
う
が
外
す
よ
う
に
、

人
形
さ
ん
に
も
言
い
ま
す
。
尺
八
が
止
ま
っ
て
い
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
吹
い
て
い
た

ら
こ
れ
も
お
か
し
い
の
で
。
文
楽
で
吹
く
時
も
本
職
で
吹
く
時
も
、
尺
八
の
吹
き
方
は

同
じ
で
す
。
要
す
る
に
『
鶴
の
巣
籠
』
く
ら
い
が
出
来
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
か
ら
。
き

っ
か
け
を
教
え
る
の
で
、
マ
ア
三
日
目
か
四
日
目
く
ら
い
ま
で
付
い
て
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
ス
カ
タ
ン
す
る
人
は
い
ま
す
。
人
形
さ
ん
か
ら
「
あ
そ
こ
の
と
こ

ろ
、
吹
い
て
い
る
の
に
出
な
い
」
と
か
、「
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
ま
だ
吹
い
て

る
で
」
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
の
頃
来
て
も
ら
っ
て
い
る
人
は
、

馴
れ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
で
す
。

付
師
や
舞
台
師
は
い
ま
せ
ん
。
文
楽
に
演
出
家
が
い
な
い
の
と
一
緒
で
す
。
私
達
が

大
体
付
け
て
き
ま
し
た
。
今
は
も
う
、
昔
か
ら
少
し
ず
つ
形
を
決
め
た
り
変
え
た
り
、

歌
舞
伎
の
手
法
も
た
ま
に
は
取
入
れ
た
り
し
て
、
ほ
ぼ
完
成
で
す
ね
。

歌
舞
伎
の
方
と
は
交
流
は
あ
り
ま
す
よ
。
ウ
チ
の
囃
子
の
連
中
は
皆
、
名
前
が
望
月

で
す
か
ら
、
太
左
衛
門
師
が
家
元
で
す
。
歌
舞
伎
か
ら
取
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今

は
、
ま
ず
な
い
で
す
ね
。
も
う
文
楽
も
、
確
立
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
新
作

も
の
が
出
た
ら
、
付
け
を
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
の
頃
は
、
新

し
い
狂
言
が
出
て
き
た
ら
す
ぐ
テ
ー
プ
が
出
ま
す
か
ら
、
テ
ー
プ
を
購
入
す
れ
ば
そ
れ

で
勉
強
は
出
来
ま
す
。

度
々
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昔
は
、
囃
子
は
も
う
正
直
言
っ
て
、
割
合
、
気
楽
で
し

た
が
、
今
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
、

皆
が
目
も
耳
も
肥
え
て
い
ま
す
か
ら
、
い
い
加
減
な
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

三
業
の
演
者
の
方
々
が
、
一
生
懸
命
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
私
達
も
頑
張

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

注

(

1)

こ
の
名
前
は
管
見
に
入
っ
た
番
付
に
は
な
い
。
一
九
五
〇
（
昭
和
二
十
五
）
年
頃
の
四
ツ

橋
文
楽
座
の
番
付
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
中
村
新
三
郎
と
同
一
人
物
か
。

(

2)

人
形
遣
い
を
さ
す
。

(

3)

人
形
浄
瑠
璃
の
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
遣
い
を
さ
す
こ
と
ば
。
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三
、
望
月
太
明
吉
師
に
聞
く

社
中
に
入
っ
た
頃

私
は
昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
に
望
月
社
中
に
入
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
は
昭
和

二
十
四
年
。
自
分
た
ち
の
こ
と
は
下
座
音
楽
と
は
言
わ
ず
、
邦
楽
囃
子
方
と
言
っ
て
い

ま
す
。

中
学
を
卒
業
し
て
、
お
三
味
線
を
習
い
に
行
こ
う
と
思
っ
て
入
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
す
。
丁
度
、
兄
の
家
の
前
が
初
代
太
明
藏
師
匠

（（
１１
））

、
つ
ま
り
先
々
代
の
お
家
で
し
た
。

私
は
も
と
も
と
日
本
音
楽
が
好
き
で
、
お
三
味
線
で
も
習
お
う
か
な
と
行
っ
た
と
こ
ろ

が
、
囃
子
方
だ
っ
た
の
で
す
。
兄
は
家
が
師
匠
の
向
か
い
と
い
う
だ
け
で
、
邦
楽
と
は

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
当
時
、
社
中
の
人
は
随
分
い
ま
し
た
。
準
社
中
も
含
め
て
二
十
名
く
ら
い
。
準

社
中
は
、
専
属
に
ウ
チ
で
お
借
り
す
る
、
ウ
チ
の
仕
事
が
あ
れ
ば
す
ぐ
否
応
な
し
に
来

て
く
れ
る
お
手
伝
い
、
と
い
う
形
で
す
。
も
ち
ろ
ん
社
中
の
人
間
は
ず
っ
と
ど
っ
ぷ
り

な
の
で
す
。
純
粋
の
社
中
は
あ
の
頃
は
十
四
、
五
名
い
た
な
。
師
匠
を
筆
頭
に
、
先
代

の
太
明
吉
さ
ん
、
太
明
勝
さ
ん
、
太
明
五
郎
さ
ん
、
太
明
十
郎
さ
ん
、
太
明
一
郎
さ
ん

や
彦
治
郎
さ
ん
、
杵
屋
廣
次
さ
ん
、
そ
し
て
笛
の
鳳
声
東
三
郎
さ
ん
、
太
明
四
郎
さ
ん

に
秀
左
久
さ
ん
、
そ
れ
に
太
明
次
さ
ん
に
、
梅
屋
さ
ん
に
行
っ
た
方
だ
と
か
、
や
は
り

十
五
、
六
名
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

入
っ
て
す
ぐ
は
初
代
の
付
け
人
み
た
い
な
も
の
で
す
な
。
初
代
と
一
緒
に
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
、
検
番
な
ど
に
行
っ
て
、
そ
う
い
う
に
お
い
を
ま
ず
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
楽
器

に
は
な
か
な
か
。
楽
器
に
触
る
の
は
二
年
目
く
ら
い
で
す
か
ね
。
と
に
か
く
付
い
て
行

っ
て
、
師
匠
が
演
奏
で
着
替
え
る
時
は
手
伝
っ
た
り
す
る
、
そ
れ
の
明
け
暮
れ
で
す
。

よ
う
よ
う
持
た
し
て
貰
っ
た
の
は
、
チ
ャ
ン
チ
キ
と
い
う
ア
タ
リ
鉦
、
そ
う
い
う
方
か

ら
や
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
も
う
一
年
目
く
ら
い
か
ら
触
っ
て
い
ま
し
た
。
初
代
が
直
接

教
え
て
下
さ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
頃
は
、
鼓
な
ど
も
初
代
の
晩
年
に
は
持
た
し
て
い

た
だ
き
、
師
匠
自
ら
三
味
線
を
弾
き
、
見
台
の
上
で
し
っ
か
り
と
お
稽
古
を
付
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
の
宝
で
す
。
笛
も
一
応
は
心
得
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
笛
は

パ
ー
ト
が
違
い
ま
す
か
ら
ね
、
そ
れ
は
藤
舎
さ
ん
に
。
も
ち
ろ
ん
望
月
に
も
あ
っ
た
の

で
す
が
。

そ
の
頃
は
お
給
料
は
い
た
だ
い
て
い
ま
せ
ん
。
師
匠
に
教
え
て
も
ら
う
の
が
す
べ
て

で
、
そ
れ
が
お
給
金
と
い
う
感
じ
で
す
。
本
当
に
ち
ょ
っ
と
お
給
金
を
貰
っ
た
の
は
、

七
年
目
、
八
年
目
く
ら
い
で
す
ね
。
そ
れ
も
お
小
遣
い
程
度
。
で
す
か
ら
そ
の
前
は
も

ち
ろ
ん
、
親
が
か
り
で
す
。

私
の
場
合
は
、
舞
踊
の
お
囃
子
は
や
ら
な
い
で
、
最
初
か
ら
文
楽
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
、
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
廣
次
さ
ん
は
、
二
代
目
太
明
藏
さ
ん
の
お
父
さ
ん

で
、
こ
の
方
は
「
遊
芸
稼
ぎ
人
」
か
何
か
の
鑑
札
を
持
っ
て
い
て
、
長
唄
も
や
り
ま
す

し
、
そ
の
他
、
色
々
、
何
で
も
わ
か
る
方
。
そ
の
方
が
文
楽
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
私

の
後
か
ら
入
っ
て
来
ら
れ
た
、
太
意
司
朗
さ
ん
は
、
歌
舞
伎
の
囃
子
も
よ
く
ご
存
知
で

し
た
。

私
が
入
っ
た
頃
は
、
初
代
太
明
藏
師
匠
が
文
楽
に
来
て
、
囃
子
の
ベ
ー
ス
を
大
体
決

め
て
い
ま
し
た
。
あ
の
頃
は
ま
だ
、
本
当
の
文
楽
囃
子
と
い
う
の
は
確
立
し
て
い
な
い

の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
れ
か
ら
東
京
の
国
立
劇
場
に
参
り
ま
し
て
ね
、
舞
台
監
督
の

平
島
東
憲
さ
ん
と
九
年
程
ず
っ
と
一
緒
に
携
わ
り
ま
し
て
、
そ
の
時
分
に
殆
ど
囃
子
の

基
が
出
来
あ
が
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
ま
で
は
、
ま
だ
附
帳
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
は
な

か
っ
た
で
す
ね
。
私
た
ち
が
関
わ
る
前
の
囃
子
は
、
や
る
人
が
一
人
か
二
人
で
「
こ
こ

ち
ょ
っ
と
立
回
り
し
て
い
る
か
ら
、
風
音
を
や
っ
と
こ
う
」
と
か
、「
背
景
、
後
ろ
に

川
が
あ
る
か
ら
水
音
に
し
よ
う
」
と
か
そ
ん
な
程
度
で
し
た
よ
。
今
ほ
ど
賑
や
か
で
は

な
い
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
場
で
や
っ
て
い
た
人
間
が
決
め
て
い
ま
し
た
。
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文
楽
と
関
わ
り
だ
し
た
頃

文
楽
に
太
明
藏
社
中
が
入
っ
た
の
は
、
因
会
と
三
和
会
が
合
同
し
て
文
楽
協
会
に
な

っ
て
か
ら
で
す

（（
２２
））

。
聞
い
て
い
る
の
は
、
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
は
皆
一
緒
に
さ
せ
る
。

そ
れ
で
い
け
る
。
お
囃
子
は
因
会
は
松
竹
さ
ん
の
系
統
だ
し
、
三
和
会
は
別
の
人
だ
し
、

困
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
文
楽
協
会
に
初
代
制
作
の
係
で
来
た
武
田
さ
ん
な

ど
が
考
え
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
に
出
演
し
て
い
た
太
明
藏
社
中
の
人
を
、
連
れ
て
来
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
初
代
太
明
藏
師
匠
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
『
素
人
名
人
会
』
な
ど
の
審
査

員
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
望
月
社
中
と
し
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
録
音
以
外
で
は

文
楽
の
囃
子
は
、
殆
ど
や
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
だ
初
代
が
「
手
伝
え
る
」
と
言

う
の
で
頼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
当
時
、
太
明
藏
師
匠
は
文
楽
上
演
に
来
て

見
て
い
て
、
は
め
も
の

（（
３３
））

と
か
作
調

（（
４４
））

は
指
示
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
阪
で
も
東
京

で
も
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
前
の
因
会
や
三
和
会
の
時
の
お
囃
子
と
は
、
ち
ょ
っ
と

違
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
三
和
会
は
殆
ど
素
人
さ
ん
み
た
い
な
も
の
で
、
た
だ
音
を
鳴

ら
し
て
い
る
と
い
う
程
度
で
し
た
か
ら
。

そ
の
も
っ
と
前
、
戦
前
、
戦
中
は
小
川
弥
三
郎
さ
ん
と
い
う
人
が
、
一
人
で
や
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。
小
川
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
お
名
前
だ
け
で
存
じ
て
い
ま
せ
ん
。
お
一

人
で
す
か
ら
、
大
太
鼓
だ
け
い
じ
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
こ
う
ツ
ケ
鼓
な
ど
を
ポ
ン
と
打

つ
と
か
、
そ
う
い
う
手
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
先
々
代
の
、

つ
ま
り
初
代
の
太
明
藏
師
匠
は
小
川
さ
ん
と
は
全
然
別
で
す
。
小
川
さ
ん
が
い
な
い
時

に
は
、
人
形
遣
い
で
手
の
あ
い
て
い
る
器
用
な
人
が
や
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
も
の
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
当
時
は
た
と
え
ば
、『
勧
進
帳
』
の
よ
う
な
出
囃
子
も

の
だ
と
か
、
踊
り
関
係
の
出
し
も
の
で
、
ど
う
し
て
も
人
手
が
い
る
時
に
、
ウ
チ
の
方

か
ら
手
伝
い
に
入
り
ま
し
た
。
ま
だ
梅
屋
さ
ん
も
い
ま
し
た
。
関
西
歌
舞
伎
華
や
か
な

頃
で
す
。

と
も
か
く
人
形
さ
ん

（（
５５
））

の
方
か
ら
、
出
の
時
な
ど
に
音
が
な
い
と
困
る
か
ら
と
い
う

の
で
、
そ
れ
が
本
格
的
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
楽
協
会
に
な
っ
て
か
ら
の
話
。

そ
の
時
か
ら
附
帳
が
作
ら
れ
た
。
小
川
さ
ん
の
附
帳
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
一
切
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
チ
は
囃
子
で
杵
屋
の
某
と
か
、
三
味
線
の
方
と
か
、
今

藤
さ
ん
な
ど
が
来
て
ま
し
た
か
ら
、芝
居
に
関
わ
っ
て
い
る
方
が
一
杯
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

で
す
か
ら
囃
子
に
つ
い
て
全
般
的
に
聞
け
て
、
そ
れ
で
作
り
や
す
か
っ
た
そ
う
で
す
。

度
々
申
し
ま
す
が
、
昭
和
三
十
八
年
以
前
は
整
っ
た
も
の
が
な
く
て
、
単
に
鳴
っ
て
い

る
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

昭
和
三
十
八
年
か
ら
、
ウ
チ
の
社
中
が
文
楽
に
関
わ
り
だ
し
た
の
で
す
が
、
思
う
に

そ
の
時
分
は
、
お
人
形
さ
ん
の
方
か
ら
「
こ
こ
で
こ
ん
な
音
く
れ
よ
」
と
言
わ
れ
て
や

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
お
人
形
さ
ん
で
昔
の
音
を
覚
え
て
い
る
人
が
「
前
は
、
こ
ん

な
こ
と
や
っ
て
た
け
ど
な
あ
」
と
注
文
が
あ
る
と
、
お
三
味
線
も
大
小
鼓
も
太
鼓
も
、

そ
れ
を
資
料
に
し
て
や
っ
て
み
て
、
段
々
、
形
が
出
来
た
の
で
す
よ
。

そ
れ
か
ら
、
私
達
が
ね
、
雰
囲
気
が
欲
し
い
と
思
っ
た
時
に
は
、
ボ
ー
ン
と
時
の
鐘

を
入
れ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
「
そ
こ
、
昨
日
入
っ
て
な
か
っ
た
け
ど
、
今
日

入
っ
て
ん
の
」
と
床

（（
６６
））

や
人
形
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
代
で

し
た
よ
。
一
つ
の
公
演
中
で
昨
日
と
今
日
と
違
う
、
そ
ん
な
模
索
で
段
々
、
今
の
き
ち

っ
と
し
た
の
が
出
来
た
。
初
代
の
太
明
藏
師
匠
は
大
阪
だ
け
で
は
な
く
て
、
回
数
は
少

な
か
っ
た
で
す
が
東
京
に
も
行
き
ま
し
た
。
東
京
で
は
、
東
憲
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て

や
る
こ
と
は
な
く
て
、
こ
ち
ら
オ
ン
リ
ー
で
す
。
文
楽
協
会
に
な
っ
て
か
ら
ず
っ
と
そ

う
で
し
た
。
そ
の
時
分
、
舞
台
監
督
を
し
て
い
た
東
憲
さ
ん
と
私
達
と
丁
度
、
文
楽
に

対
す
る
思
い
が
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。

景
事
、
あ
れ
は
昔
か
ら
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
う
、
社
中
で
も
変
え
よ
う

が
な
い
。
き
っ
ち
り
間
が
決
ま
っ
て
い
る
し
、
足
取
り
が
き
ち
っ
と
し
て
い
る
か
ら
。

歌
舞
伎
の
方
が
「
文
楽
は
何
を
し
て
い
る
か
、
ち
ょ
っ
と
聴
い
て
来
い
」
と
師
匠
に
言

わ
れ
ま
し
た
と
、
い
ら
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
よ
。
は
め
事
を
ね
。
た
だ
、
ウ
チ
の

方
は
あ
ま
り
重
要
な
こ
と
は
や
っ
て
い
な
い
。
こ
ち
ら
は
太
夫
、
三
味
線
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
歌
舞
伎
の
よ
う
に
強
く
打
込
め
ま
せ
ん
。
床
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
け
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れ
ど
も
人
形
は
引
立
つ
よ
う
に
、
そ
の
間
の
音
質
を
取
る
、
つ
ま
り
強
弱
を
工
夫
す
る

な
ど
し
て
大
変
で
す
。

三
味
線
や
太
夫
さ
ん
の
方
か
ら
の
注
文
は
昔
、
あ
り
ま
し
た
で
す
ね
。
十
代
竹
沢
弥

七
師
は
余
り
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
野
沢
松
之
輔
師
は
作
曲
す
る
だ
け
に
ね
、「
こ
こ
大

小
入
れ
て
く
れ
や
」
と
か
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
の
頃
は
、
編
曲
な
ど
も
色
々
あ
り

ま
し
た
。
作
品
を
産
め
よ
増
や
せ
よ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
両
派
合
体
し
て
か
ら
も

色
々
あ
っ
た
み
た
い
で
す
よ
。
因
会
に
は
そ
れ
な
り
に
囃
子
の
人
も
い
た
け
れ
ど
、
三

和
会
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
か
ら
ね
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
で
、
文
楽
協
会
に

な
る
ま
で
、
模
索
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

囃
子
が
き
ち
っ
と
し
た
の
は
今
日

こ
ん
に
ち

で
す
ね
。
今
日
と
い
っ
て
も
、
協
会
に
な
っ
て
か

ら
ず
っ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
の
場
面
は
こ
れ
と
い
う
風
に
、
今
は
確
立
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
歌
舞
伎
の
方
で
も
「
教
え
て
下
さ
い
」
と
来
ま
す
よ
。

お
囃
子
を
三
人
で
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
楽
協
会
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
朝

日
座
は
三
人
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
廣
次
さ
ん
と
私
と
太
意
司
朗
さ
ん
と
。
太
意
司
朗

さ
ん
は
、
後
か
ら
入
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
も
誰
か
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
巡
業
の

時
は
二
人
で
す
。

お
囃
子
昨
今

楽
器
は
全
部
こ
な
し
ま
す
。
笛
も
吹
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
篠
笛
で
す
が
、
さ

ま
に
な
ら
な
く
て
ね
。
で
す
か
ら
秀
左
久
さ
ん
も
囃
子
方
に
来
て
い
る
か
ら
、
笛
は
別

に
確
立
し
ま
し
た
。
笛
以
外
は
囃
子
で
使
う
鳴
物
、
楽
器
、
す
べ
て
を
使
い
ま
す
。
文

楽
で
は
大
太
鼓
打
ち
、
小
太
鼓
打
ち
、
鼓
打
ち
と
い
う
分
業
は
な
い
の
で
す
。
全
部
こ

な
し
ま
す
。

鳴
物
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
最
初
は
ね
、
人
形
さ
ん
ば
か
り
見
て
計
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
う
し
た
ら
床
の
方
か
ら
「
も
う
止
め
て
く
れ
、
勘
弁
し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
だ
ん
だ
ん
音
楽
に
合
わ
す
よ
う
に
や
り
ま
し
て
、
あ
ま
り
人
形
は
見

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
登
場
音
楽
と
人
形
さ
ん
の
出
が
、
人
に
よ
っ
て
は
か

な
り
違
う
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
だ
吉
田
玉
男
師
匠
な
り
先
代
の
桐
竹
勘
十
郎

師
匠
な
り
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
頃
は
、
も
う
計
っ
た
よ
う
に
一
番
い
い
時
に
ぽ
っ
と
出
て

来
る
ん
で
す
。
今
日

こ
ん
に
ち

は
も
う
、
キ
ッ
カ
ケ
を
何
遍
も
変
え
て
、
出
が
ち
ょ
っ
と
違
う
、

早
い
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
昔
の
方
の
方
が
出
が
き
ち
ん
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

浄
瑠
璃
が
き
ち
ん
と
腹
に
入
っ
て
い
る
し
、
音
を
聞
い
て
か
ら
出
る
。
自
分
の
演
出
の

仕
方
が
う
ま
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
こ
ち
ら
も
な
る
べ
く
人
形
さ
ん
を
見
な
い

で
、
や
り
ま
す
。
そ
れ
で
ど
う
し
て
も
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
「
ど

こ
で
出
ん
の
」
と
聞
い
た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
今
、
人
形
さ
ん
の
方
も
模
索
中
で
は

な
い
か
な
。

杓
子
定
規
に
、
前
の
附
帳
に
あ
る
通
り
に
打
込
ん
で
ゆ
き
ま
す
と
、
床
の
方
か
ら
は

「
も
う
ち
ょ
っ
と
後
で
や
っ
て
く
れ
へ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
り
し
て
、
大
変
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
は
公
演
中
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
都
度
直
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
れ

と
絶
対
的
に
言
わ
れ
る
の
は
、
音
量
を
控
え
ろ
い
う
こ
と
で
す
ね
。
歌
舞
伎
と
決
定
的

に
違
う
の
は
そ
こ
で
す
。
歌
舞
伎
の
場
合
は
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
か
ら
、
も
う

ド
ン
チ
ャ
カ
ド
ン
チ
ャ
カ
耳
が
痛
い
ぐ
ら
い
の
感
じ
で
し
ょ
。
文
楽
の
場
合
は
、
言
っ

て
み
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
浄
瑠
璃
が
主
体
で
、
そ
れ
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
の

が
求
め
ら
れ
る
。
三
味
線
の
旋
律
に
乗
せ
る
。
要
す
る
に
見
て
い
て
聞
い
て
い
て
違
和

感
が
な
い
よ
う
に
、
お
客
さ
ん
に
と
っ
て
空
気
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
、
音
が
鳴
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
音
量
を
落
と
す
の
は
特
に
難
し
い
。
登
場
す

る
時
ち
ょ
っ
と
大
き
く
し
た
り
、
色
々
や
っ
て
い
ま
す
。

出
の
音
で
、
こ
の
大
夫
さ
ん
だ
っ
た
ら
必
ず
こ
れ
と
い
う
の
は
な
い
で
す
。
た
だ
、

た
と
え
ば
『
俊
寛
』（『
平
家
女
護
島
』）
の
謡
出
し
に
「
波
音
く
れ
や
」
と
か
「
何
く

れ
や
」
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
完
全
に
最
近
の
話
で
す
。
そ
れ
が

今
は
当
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
ね
。『
俊
寛
』
で
も
四
代
竹
本
越
路
大
夫
師
匠
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の
時
は
何
に
も
な
く
て
謡
だ
け
。
今
は
能
の
よ
う
な
囃
子
を
入
れ
る
の
が
、
当
り
前
に

な
っ
て
い
ま
す
。
「
き
ち
っ
と
波
音
入
れ
て
」、「
千
鳥
笛
入
れ
て
」
な
ど
と
様
々
な

注
文
が
あ
り
ま
す
。
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
ま
す
。

こ
の
年
に
な
っ
て
色
々
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
若
い
頃
は
も
う
鳴
物
を
入
れ
て
い

こ
う
と
、
随
分
、
作
っ
た
り
も
し
て
、
や
っ
て
来
ま
し
た
で
す
け
ど
ね
、
よ
う
よ
う
こ

の
頃
、
文
楽
に
ふ
さ
わ
し
い
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
以
前
は

時
の
鐘
で
も
な
い
の
に
、
入
れ
た
い
と
こ
ろ
で
、
ボ
ー
ン
と
や
っ
た
り
し
ま
し
た
。
こ

の
頃
は
そ
う
い
う
こ
と
は
、
避
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
や
っ
て
い
る
の
が
、

囃
子
が
二
名
で
笛
が
一
名
で
し
ょ
。
ど
う
し
て
も
限
ら
れ
ま
す
し
ね
。

筋
書
き
に
あ
る
連
名
と
社
中
以
外
の
人
々

今
、
国
立
劇
場
・
文
楽
劇
場
の
筋
書
き
に
付
い
て
い
る
番
付
に
「
お
は
や
し
」
と
平

仮
名
で
入
っ
て
ま
す
で
し
ょ
。
漢
字
の
囃
子
は
ち
ょ
っ
と
堅
い
と
い
う
の
で
ね
。
平
仮

名
で
全
部
や
っ
て
貰
っ
て
い
る
ら
し
い
で
す
。
こ
の
書
き
方
も
色
々
変
わ
っ
た
。「
鳴

物
」
或
い
は
「
囃
子
」
と
書
い
た
こ
と
も
あ
る
し
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
二
代
目
太
明
藏
さ
ん
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ず
っ
と
鳴
物
と
か
望
月
社
中
と
か
書
い

て
い
た
。「
お
囃
子
」
の
記
載
が
全
然
な
く
な
っ
た
時
は
、
ま
た
も
と
に
戻
し
て
入
れ

て
貰
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
漢
字
で
は
な
く
平
仮
名
で
ね
。

朝
日
座
の
筋
書
き
で
は
、
昔
は
一
括
し
て
一
番
最
後
の
連
名
の
と
こ
ろ
に
、
太
明
藏

社
中
と
し
て
あ
っ
た
だ
け
で
す
。『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
よ
う
に
長
唄
が
入
っ
た
り
、

そ
れ
か
ら
出
囃
子
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
或
い
は
「
一
力
」
み
た
い
に
非
常
に
派

手
な
お
囃
子
が
あ
る
、
そ
う
い
う
場
合
は
特
別
に
名
前
を
記
載
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
社
中
以
外
の
人
を
借
り
て
来
る
時
で
す
。
た
と
え
ば
、
昭
和
三
十
八
年
十

二
月
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
時
の
長
唄
の
杵
屋
憲
四
郎
さ
ん
、
東
八
郎
さ
ん
、
今
藤

長
助
さ
ん
、
三
味
線
の
杵
屋
勝
郎
右
衛
門
さ
ん
な
ど
も
、
外
か
ら
で
す
。
鳴
物
で
太
明

藏
社
中
の
次
に
載
っ
て
い
る
、
杵
屋
廣
次
さ
ん
は
ウ
チ
の
社
中
で
す
。
廣
次
さ
ん
は
も

と
も
と
は
、
杵
屋
さ
ん
の
長
唄
を
お
や
り
に
な
っ
て
か
ら
来
た
か
ら
杵
屋
で
す
。
隣
に

載
っ
て
い
る
太
明
次
さ
ん
も
社
中
。
そ
れ
か
ら
、
た
と
え
ば
『
恋
女
房
染
分
手
綱
』
で

能
舞
台
の
場
が
あ
る
時
、
出
囃
子
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は
社
中
で

も
名
前
が
出
ま
す
。

笛
の
鳳
声
は
ウ
チ
の
社
中
で
す
。
笛
の
人
は
そ
ち
ら
の
方
の
師
匠
の
系
統
だ
か
ら
、

望
月
で
は
な
く
て
、
鳳
声
で
す
。

国
立
劇
場
開
場
記
念
に
出
た
、望
月
太
左
之
助
社
中
で
太
左
之
助
さ
ん
と
い
う
の
は
、

ウ
チ
が
懇
意
に
し
て
い
る
東
京
の
長
唄
囃
子
の
方
で
、
今
は
も
う
、
先
代
は
亡
く
な
っ

て
二
代
目
が
跡
を
継
い
で
い
ま
す
。
こ
の
方
に
は
『
三
番
叟
』
が
あ
る
の
で
、
初
代
が

「
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
て
来
て
貰
っ
た
の
か
な
。
出
て
貰
っ
た
理
由
で
も
う
一
つ

考
え
ら
れ
る
の
は
、「
東
京
は
東
京
で
お
囃
子
を
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
大
阪
で
太
明
藏
の
社
中
へ
頼
ん
で
い
る
か
ら
」
と
話
し
合
っ

て
、「
こ
の
公
演
だ
け
ち
ょ
っ
と
お
願
い
し
ま
す
」
と
呼
ん
だ
の
か
、
お
そ
ら
く
そ
ん

な
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
必
要
に
応
じ
て
杵
屋
さ
ん
を
頼
ん
だ
り
、
関
西

歌
舞
伎
に
出
て
い
た
梅
屋
さ
ん
に
も
来
て
も
ら
っ
た
り
と
か
、
色
々
で
す
。
人
手
の
足

り
な
い
時
な
ど
、
そ
う
い
う
人
が
来
て
も
、
す
ぐ
に
合
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
高
齢
の
方
ば

か
り
来
て
も
ら
っ
て
る
た
め
か
な
、
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
忠
臣
蔵
』
等
で
尺
八
が
い
る
場
合
、
当
初
は
ウ
チ
で
全
部
や
っ
た
の
で
す
よ
。
で

も
今
は
、
外
か
ら
頼
み
ま
す
。
井
上
整
山
さ
ん
が
来
て
く
れ
て
ね
。
当
初
は
来
て
い
た

だ
く
人
は
「
こ
の
人
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
、
全
部
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
全
く
三
曲
系
だ
け
で
固
ま
っ
て
い
る
人
は
、
芝
居
は
出
来
な
い
で
す
よ
。
い

く
ら
同
じ
尺
八
を
吹
い
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
お
囃
子
が
わ
か
る
人
で
な
い
と
無
理
で
す
。

社
中
の
人
で
も
、「
何
で
も
え
え
わ
」
と
い
う
の
な
ら
出
来
ま
す
よ
。
で
も
そ
う
す
る

と
お
囃
子
の
人
が
一
人
、
そ
の
間
は
取
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
尺
八
を
吹

く
と
こ
ろ
に
は
、
床
が
入
り
ま
す
。
床
に
は
旋
律
、
音
階
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
音
階
と

別
で
何
で
も
い
い
な
ら
吹
き
ま
す
よ
。
で
も
そ
れ
で
は
違
和
感
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
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す
か
ら
や
っ
ぱ
り
プ
ロ
の
人
を
入
れ
な
い
こ
と
に
は
、
成
り
立
っ
て
い
か
な
い
で
す
。

以
前
の
産
め
よ
増
や
せ
よ
の
時
は
、
器
用
に
や
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
で
は
通
用

し
な
い
。
適
当
に
吹
い
て
い
る
と
、
や
は
り
文
句
も
で
る
し
。

外
か
ら
頼
む
こ
と
な
ど
も
交
え
て
、
文
楽
の
お
囃
子
の
形
が
本
当
に
整
っ
た
の
は
最

近
で
す
。
歌
舞
伎
で
も
確
立
さ
れ
て
七
十
年
位
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
感
じ
で
す
か
ら

ね
。そ

の
歌
舞
伎
か
ら
入
れ
た
囃
子
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
よ
。
そ
れ
は
習
う
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
お
芝
居
の
方
が
入
っ
て
い
た
か
ら
ね
。
さ
っ
き
言
っ
た
井

上
さ
ん
な
ど
が
ね
、
文
楽
は
こ
う
や
っ
て
入
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
歌
舞
伎
で
は
こ
ん
な

こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
教
え
て
く
れ
る
。
で
も
文
楽
は
こ
れ
で
と
言
う
こ
と
が
多
い
で

す
。
決
し
て
歌
舞
伎
の
ま
ね
で
は
な
い
の
で
す
。
歌
舞
伎
と
文
楽
と
は
全
然
違
い
ま
す
。

囃
子
の
入
れ
方
で
も
、
ど
う
し
て
も
譲
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。

車
切

シ
ャ
ギ
リ

（
捨
切
）
に
つ
い
て

人
形
車
切
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
で
す
。
自
然
と
や
っ
て
い
ま
し

た
。
芝
居
の
シ
ャ
ギ
リ
と
は
違
い
ま
す
。
た
だ
私
の
聞
い
て
い
る
の
は
、
以
前
は
お
囃

子
は
一
人
だ
っ
た
か
ら
、
車
切
も
、
芝
居
の
前
に
入
る
着
到
も
、
ち
ゃ
ん
と
出
来
な
い

し
で
、「
何
と
か
鳴
ら
し
と
け
」
と
、
片
手
で
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
多
分
ど
こ
か

の
芝
居
の
を
聞
き
覚
え
て
、
そ
れ
ら
し
い
の
を
や
っ
た
と
い
う
の
が
、
最
初
じ
ゃ
な
い

か
な
。「
そ
ろ
そ
ろ
始
ま
り
ま
す
よ
。
皆
さ
ん
、
用
意
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
合
図
が

人
形
車
切
で
す
。
で
す
か
ら
デ
ー
ン
デ
ー
ン
と
長
い
こ
と
や
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が

始
ま
り
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
れ
で
、
い
ま
だ
に
か
し
こ
ま
っ
て
や
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

片
手
で
こ
う
、
デ
ン
デ
ー
ン
と
。
そ
の
フ
レ
ー
ズ
も
決
め
た
の
は
四
十
年
く
ら
い
前
、

私
ら
が
や
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
決
め
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
し
た
打
ち
方
が
決
ま
っ

た
の
は
、
三
十
八
年
以
降
で
す
ね
。
昔
は
い
い
加
減
な
も
の
で
し
た
。
ダ
ダ
ン
ダ
ン
ダ

ン
、
ダ
ン
ダ
ン
ダ
ン
、
ダ
ダ
ダ
ダ
、
こ
ん
な
の
で
し
ょ
。
今
の
車
切
の
形
に
し
た
の
は

私
で
す
よ
。
以
前
は
、
今
の
よ
う
な
車
切
は
打
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
、
思
う
こ
と

今
、
社
中
で
動
い
て
い
る
の
は
九
名
で
す
。
そ
れ
以
上
は
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
増
や

し
ま
せ
ん
。
二
十
代
、
三
十
代
は
い
ま
せ
ん
ね
。
皆
、
結
構
経
験
し
て
い
ま
す
。
九
名

で
仕
事
の
分
量
と
の
兼
ね
合
い
は
、
カ
ツ
カ
ツ
で
す
ね
。
大
阪
は
本
格
的
な
舞
踊
公
演

な
ど
は
全
然
な
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
劇
場
が
な
く
な
っ
て
ゆ
く
で
し
ょ
。
で
す
か

ら
若
手
を
作
っ
て
も
プ
ロ
と
し
て
活
躍
す
る
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
な
ら
な
ん
ぼ
で

も
仕
事
が
あ
る
み
た
い
で
す
ね
。
み
ん
な
、
舞
踊
家
で
も
東
京
に
向
い
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
東
京
で
は
劇
場
を
作
り
ま
す
ね
。
大
阪
で
は
社
中
と
し
て
は
若
手
は
作
れ
ま
せ

ん
。
個
人
と
し
て
や
っ
て
ゆ
く
分
に
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
。
今
は
文
楽
と
舞

踊
の
時
に
や
る
ほ
か
、
当
代
の
太
明
藏
さ
ん
は
、
お
囃
子
の
教
室
も
や
っ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど
で
、
教
え
て
い
ま
す
。
カ
ル
チ
ャ
ー
で
は
大
勢
、
素
人
さ
ん

が
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
カ
ル
チ
ャ
ー
に
来
た
人
が
文
楽
に
興
味
を
持
っ
て
、
劇
場
に
見

に
来
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

契
約
は
文
楽
協
会
と
こ
ち
ら
は
社
中
と
し
て
や
っ
て
い
る
。
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は

太
明
藏
さ
ん
や
私
達
が
、こ
の
次
は
こ
こ
に
誰
が
行
く
と
い
う
よ
う
に
決
め
て
い
ま
す
。

半
年
く
ら
い
、
文
楽
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
人
類
の
口
承
及
び
無
形
文
化
遺
産
の
傑
作
」

に
宣
言
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
ら
に
は
何
も
変
わ
り
は
な
い
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意

味
で
は
こ
の
囃
子
方
に
携
わ
っ
て
き
て
、
こ
れ
だ
け
確
立
さ
せ
て
、
そ
れ
で
何
か
い
た

だ
き
た
い
く
ら
い
で
す
。
大
阪
市
な
ら
大
阪
市
か
ら
形
と
し
て
も
ね
。「
三
業

（（
７７
））

」
と
い

う
言
い
方
は
さ
れ
て
い
て
も
、
あ
ま
り
お
囃
子
の
こ
と
ま
で
は
。
マ
ア
、
四
業
と
い
う

言
い
方
は
な
い
で
す
が
、
三
業
の
中
で
、
こ
ち
ら
も
き
ち
っ
と
入
っ
て
い
る
と
い
う
形

に
出
来
な
い
か
と
、
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
な
か
な
か
ね
、
相
談
す
る
人
も

あ
り
ま
せ
ん
。
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注
(

1)
78
ペ
ー
ジ
　
注(

1)

参
照
。

(

2)
一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）
年
。

(

3)

床
や
人
形
が
演
じ
て
い
る
間
に
入
れ
る
囃
子
の
こ
と
。

(

4)

そ
の
場
に
合
う
囃
子
の
リ
ズ
ム
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
。

(

5)

86
ペ
ー
ジ
　
注(
2)

参
照
。

(

6)

78
ペ
ー
ジ
　
注(
5)
参
照
。

(

7)

86
ペ
ー
ジ
　
注(

3)
参
照
。
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［Summary］

People Who Support Ningyo-joruri Bunraku, Focusing on the World
of Hayashi Music:

An Interview with YOSHIDA Minosuke, TOSHA Shusaku and
MOCHIZUKI Tamekichi

KAMAKURA Keiko

This is a summary of an interview with people who support ningyo-joruri bunraku from

behind the stage, focusing on performers of hayashi music. The three persons interviewed are:

YOSHIDA Minosuke, a Holder of Important Cultural Property for ningyo-joruri bunraku, and

TOSHA Shusaku and MOCHIZUKI Tamekichi, members of Mochizuki Tamezo School that is

responsible for hayashi music today. YOSHIDA Minosuke spoke about the people who supported

ningyo-joruri bunraku from the mid-1930s to the mid-1970s. TOSHA Shusaku and MOCHIZUKI

Tamekichi spoke about the first Tamezo who established the School as well as about the changes

in hayashi music from the mid-1930s until today and about other members of the School with

whom they have had association.     






