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次

徳
川
時
代
に
は
ど
ん
な
音
樂
が
出
來
た
か

徳
川
時

代
の
音
樂
は
ど
ん
な
も

の
で
あ
る
か

。
ど
う
し
て
そ
れ
を
保
存
す
る
か

三
　
徳
川
時
代
の
音
樂
は
ど
う
し
て
今
日
ま
で
傳
は
つ
て
來
た
か

四
　
徳
川
時
代
の
音
樂
に
は
ど
ん
な
問
題
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
か
。
-

そ
の

一
つ
に
つ
い
て



　
私
共
の
今

の
生
活
を
基
礎
と
し
て

嵩
ホ
ン
の
晋
樂
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
徳
川
時
代
の
晋
樂
が
い
ふ
ま
で
も
な
く

一
番
關
係
が
深

い
。

　
徳
川
時
代

に
出
來
た
普
樂

の
代
表
的
な
も
の
は
三
味
線
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
で
も
三
味
線
は
ぼ
と
ん
ど

ニ
ホ
ン
の
晋
樂
を
代
表
し
て

ゐ
る
。
た
聖
古
い

ニ
ホ
ン
の
音
樂
を
代
表
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
今
さ
か
ん
に
出
來
つ
ゝ
あ
る
流
行
唄
、
ジ

ャ
ズ
を
俘
奏
と
し
た
小
唄

な
ど
に
も
そ
の
影
響
は
非
常
に
及
ん
で
ゐ
る
。

ニ
ホ

ン
の
書
樂
と
い
へ
ば
ま
つ
三
味
線
の
事
と
思
つ
て
も
よ
ろ
し
い
。

　
三
味
線
の
外
に
、

ニ
ホ
ン
の
書
樂

に
は
、
室
町
時
代

の
謠
曲
が
あ
る
。
或
は
不
安
朝
の
頃
の
雅
樂
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
晋
樂

は
三
味
線

に
比
べ
る
と
普
及
の
度
が
少
な
い
。
そ

の
や
う
な
も
の
は
或
る

一
階
級

の
普
樂
を
代
表
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
が
、

ニ
ホ
ン
の
音
樂

を
代
表
し
て
ゐ
る
と
は
言
は
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
徳
川
時
代
の
苦
樂
を
語
る
と
い
ふ
事
ぱ
、

轟
ホ
ン
の
代
表
的
な
書
樂
を
語
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
れ
で
私

は
こ
ゝ
で
徳
川
時
代
の
音

樂
と
い
ふ
事

に
つ
い
て
、
四
つ
の
短
い
話
を
か
く
.、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋　

徳

川
時

代

に

は
ど

ん
な
音
樂

が
出

來

た
か

　

一
體
ど
こ
の
國
の
書
樂

で
も
、
書
樂
と
い
ふ
も
の
は
大
體
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
民
謠

で
あ

る
。
他

の
一
つ
ば
專
門
家
の

手
で
演
奏
さ
れ
る
專
門
的
な
書
樂
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
は
極
端
な
場
合
を
と
つ
て
み
れ
ば
、
區
別
は
十
分
あ
る
。
今
日
あ
る
書
樂
を
と
つ
て
み
て
も
、

一
方

に
は
地
方
の
田
植
唄
や



馬
讒

の
や
う
な
も
の
が
あ
る
し
、

芳

で
隻

唄
藩

元
の
や
う
な
も

の
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
晋
樂
的
差

い
人
結

鶴

鳶

詣

も
唄
ふ
事
は
纂

な
い
。
そ
れ
琵

べ
.9
と
、
田
植
唄
鳶

追
唄
姦

は
れ
る
人
は
た
し
か
讐

樂
の
專
門
家

と
も
言
は
れ
る
・
ま
た
或

る
擢

唄
を
上
手
磧

ふ
入
に
は
、
教

黛
・
へ
す
れ
餐

唄
で
も
清
元
で
も
想

磧

は
れ
る
で
あ
ら

う
。
そ
れ
で
こ
の
二
つ
の
騎

は
晋

樂
そ
の
も
の
の
性
簒

ら
來
た
架

的
の
蛎

疇・
は
な
い
。
た
黛
霧

上
の
階
級
や
、
俘
奏
の
ぐ
あ
ひ
や
・
婆

さ
れ
る
場
所
や
・

そ
の

訟臼
樂
を
作
つ
た
人
が
知
聾

、
ゐ
る
か
ゐ
な

い
か
と
い
ふ
や
う
な
、
蘂

に
對
し
て
は
む
し
ろ
箜

義
的
な
事

が
・
か
へ
つ
て
こ
,竃

別
を

つ
け

る
大

き

な

理

由

に
な

つ

て

ゐ

る

ら

し

い
。

こ

の
遮

別

ぱ

い
ふ
ま

で

も
な

く

、

た

黛
便

宜

上

の
も

の
で

あ

る
・

そ
し
デ、
.み

こ
つ
の
聞

に
ぱ
.
如う

ち
ζ

も
つ
か
な
い
・も
の
も
滑

あ
る
。
し
か
し
蘂

を
ま
言

の
二
つ
に
分
け
る
の
は
敍
述

縫

利
で
あ
る
か
ら
、
私
ぱ
今
か
り
に
ご
2

　
つ
に
分
け
て
話
し
て
み
よ
う
.と
愚
ふ
・

　
④

　
徳
川
時
代

に
は
ど
ん
な
民
謡
が
出
來
た
か
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ぱ
今
目
"か
ら
は
ぼ
と
ん
ど
何
も
知
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
民
謡
と
い
ふ
も
の
ば
非
常
に
人
を
動
か
す
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
割
合
に
蒐
集
す
る
事
が
む
つ
か
し
く
、
ま
た
記
録

に
も
の
こ
り

に
く
い
も
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代

に
も
次
か
ら
次

へ
と
い
ろ
い

ろ
な
民
謡
が
出
來
た
で
あ
ら
《・
が
、
そ
の
詳
し
い
こ
と
は

一
切
わ
か
ら
な
い
。

徳
川
時
代
の
董

の
莚

の
中
露

謡
が
31
璽

.塵

ゐ

る
場
僉

槃

め
て
み
れ
ば
、
そ
の
民
謡
の
名
前
ぐ
ら
ゐ
は
わ
か
る
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
そ
窯

、
に
は
、支
句
が
斷
片
的
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
も
ち
ろ
ん
物

の
蠱

は
わ
か
ら
な
い
・

よ
し
こ
の
や
う
な
場
ム
・
に
唄
の
文
句
が
霈

わ
か
つ
た
と
し
ゾ、
・躑
、
そ
れ
は
た
菱

學
と
し
て
文
祭

わ
か

つ
た
と
い
ふ
だ
け
で
・

そ
れ

が
督
樂
と
し
て
ど
ん
な
メ
ロ
ヂ
イ
で
唄
は
れ
た
か
は
絶
對
に
わ
か
ら
な

い
。



ま
螽

は
れ
る
曲
の
中
に
・
民
謡
ら
し
い
も
の
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
な
い
套

い
.
例

へ
ば
有
名
な

『
越
後
獅
子
』

の
中
の

讀

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
・
し
か
し
こ
れ
も
文
句
を
民
議
か
最

つ
を

茎

κ
け
で
、
メ
・
」ア
イ
ま
で
が

『馨

攣

』
の
出
來
た

當
時
の
讀

の
メ
。
デ
あ

ま

羨

と
は
誰
も
信
じ
て
は
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
た
ぐ
そ
}し
の
長
唄
の
メ
ロ
♂ア
イ
が
、
ワて
?
剛
後

レ、
少
し
違
つ

て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
・
も
ち
ろ
ん

擁

長
唄
の
メ
・
デ
イ
と
見

て
よ
ろ
し
い
.
或
は
多
少
露

の
民
謡
の
雛

め
ρる
に
し
イ、
も
、

そ
の
ど
の
部
分
が
長
唄
化
し
な

い
民
謡
で
あ
る
か
を
知
る
方
法
ぱ
な
い
。

今
地
方
に
い
ろ
い
ろ
罠

謠
が
あ
る
・
例

へ
ば

『
逍
分
節
』
、
『
キ
ソ
簪

、
『
サ
ド
お
け
さ
』
な
μ
㎞い
ふ
や
つ
な
も
の
で
あ
"る
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
巌

へ
て
も
三

毒

は
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
皀

ゐ
古

い
も

の
で
あ
る
か
、
い
つ
頃
出
來
た
も
の
で
奢

り
か
、
冫
㌧れ
墨

く
わ
か
ら
な
い
・
す
べ
て
あ

や
う
|瓷
《

ド
》

謡
は
作
耆
が
わ
か
ら
な
い
し
、
成
†
の
年
代
が
わ
か
ら
な
い
。
或

は
徳
川
時
代
か

り
八コ
緊

、
《
《
も
》
|

、

つ

穿

い
た
も

の
か
も

し

れ

な

い
。

纛

で
は
・
そ
の
や
う
な
奮

の
諜

罠

薩

記
述
ぱ
葉

少
な
い
が
、
專
門
的
盗

臼
樂
あ

崩

の
や
つ
な
も
の
で
、
霍

花
柳

の
街
績

は
れ
た
で
あ
ら
う
と
漫

れ
る
も
の
は
・
傍

名
も
斎

も
倉

ま
で
澤
山
卸
り
型
㍍
・瓣
る
癡

へ
ば
難

鏤

.
罪

齋
簷

、

『
鸛

』
・
『
ま

が
き

篳

の

や
う

な

も

の

で

あ

る

。

こ

の
や

う

な
も

の
鯵

旧
時

想

濁
流

行

し

た
も

の
ら

し

い
,

そ

』

.
v
7
C

ノ
|一
《

ー
　　　　
　　・　
聰　
　　奄　
　量　
　も　　き
　
　
)
》
¢
4ン
.
|
雫
《

ゆ
いア
》

が

こ

の
や

う

な
節

で
唄

読

森

孟

、

ち

や
う

ど

今

い

ろ

い
ろ

斐

句

が

『
ど

ど

い
つ
』

の

メ

・
調ア
イ
で

唄

ぱ

聾

.
ゐ

る

や

つ
な

も

の

で

あ
ら

う

・

そ

の
斎

は

含

ま

で

い
ろ

い
ろ

姿

獻

の
中

藁

め

ら

犂

、
、
澤

山

穫

2

、
來

て

ゐ

る
。

ツて
れ
ぱ

想

田
毒

的

で

、
紙

の

去

董

と

し

て
讀

ん

で
も

相

當

お
も

し

ろ

い
も

の
で

あ

る
。

こ

の
き

れ

い
斐

句

が

ど

ん

な

メ

μ
デ

イ

郭
、
唄

は

陛

か

と

い
ふ
豪

今
日
か
ら
わ
か
ら
な
い
の
は
、

ニ
ホ
ン
の
藝
術
史
上
の

一
大
損
失
で
あ
る
。



　

メ

辺
デ

イ

は

わ

か

ら
な

い
ま

で
も

、

文

句

は

い
か

に
文

學

的

で

あ

る

か

、

そ

の
例

を

一
つ
二

つ
あ
げ

て

お
く

。

　

　

　

隆

逹

節

　

と
て
も
名

の
立
た
ば
、
　管
か
ら
お
り
や
れ
。
よ
そ

へ
忍
び

の
歸

る
さ
は

い
や
。

　

.　

弄

齋

節

　

よ
し

や
今
膂
は
　
曇
ら
ば
曇

れ
、

と
て
も
涙

で
見

る
月
を
急

　

丈
は
や
は
り
た

し
、
我

が
身
は
書

か
ず
Q
物
を

い

へ
か
し
、
白
紙

が
◎

　
㈲

　
徳

川

時

代

に
は

ど

ん

な

三
味

線

の
晋

樂

が

出

來

た

か
。

　

專

門

家

の
昔

樂

で
、

徳

川

時

代

を
代

表

す

る
も

の
は

、

い

ふ
ま

で
も

な

く

三

味

線

で
あ

る
。

そ

れ

に

つ

い
で

は
箏

で

あ

る
、

こ

の
二

つ

の
事

を

話

せ
ば

、
そ

れ

で
徳

川

時

代

の
專

門

の
晋

樂

の
こ

と

は

、

ほ

と

ん

ど
見

欝

は

つ
く
。

私

は

.へ
ー
ヂ

の
都

合

で

、

こ

こ

で
は

三
味

線

の
事

を

話

し

て
み

よ

う

と

思

ふ
。

　

三
昧

線

の
由

來

は
今

日

か

ら

で

は

よ
く

わ

か

ら
な

い
。

そ

れ

は

も

と
も

と

シ
ナ

の
樂

器

で
あ

つ
て

、
そ

れ

が

り

識
ー
キ

ュ
ー

に
渡

つ
て

、

蛇

皮

線

に
な

り

、
そ

れ

が

轟
ホ

ン
に
來

て

三
味

線

に
な

つ
た

の
だ

と

も

言

は
れ

て
ゐ

る
。

ま

た

三
線

と
書

い

て
、

今

の

シ
ナ
晋

で

は

サ

ン

セ

ン
と

發

書

す

る
。

そ

の
言

葉

が

三
味

線

の
語

源

で

あ

ら

う

と

い
ふ
論

も

あ

る
。

そ

の
や

う
な

事

は

ま

だ

い
く

ら

で

も

考

へ
ら
れ

る
。

す

べ

て
想

像

で

、
何

も

丈

獻
…上
確

か
な

證

據

が

あ

る
わ

け

で
は

な

い
。

　

三
味

線

が

ニ
ホ

ン
に
渡

來

し

て
來

π
の
は

、
永

祿

年

聞

の

こ

と
だ

と
言

は

れ

て
ゐ

る
。、
そ

の
時

り

晶
ー
キ

識
ー

か

ら

イ
ヅ

ミ

の
サ

ヵ
イ

に
誰

か

三
味

線

を

持

つ

て
來

た
。

そ

の

三
味

線

を

初

め

て
手

に

し

た

の
は

、
サ

ヵ

イ

に
隹

む

で

ゐ

た
琵

琶

法
師

の
ナ

カ

シ

.
ー
ヂ

で
あ

る
。

こ

の

三
味

線

は
絲

が

二
本

で

あ

つ
た

が

、
そ

れ

で
は

彈

き

に
く

い

の

で
、

ハ
セ
寺

の
觀

音

の
夢

の

お
告

で
、
も

う

一
絃

を

つ
け

加

へ
て
、



三
絃
に
し
て
そ
れ
を
彈
き
初
め
た
の
だ
と
い
ふ
話
が
あ
る
。

　

ま
た
他
の
傳
説
で
は
、
ウ
メ
ヅ

の
少
將
と
い
ふ
人
が
ゐ
て
、
そ
れ
が
リ

ェ
ー
キ

講
1
に
渡
つ
て
そ
の
土
地
の
女
と
の
聞
に
子
供
が
生
れ

て
、
そ
れ
が
三
味
線
の
元
租
で
あ
る
イ
シ
ム
ラ
扮
校
だ
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
.、
そ
の
他
ま
た
三
味
線
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
傳
詮
は
あ

る
が
、
す
べ
て
傳
読
の
範
圍
を
出
な
い
。
と
に
か
く

宀三
昧
線
は
シ
ナ
或
は
リ

ュ
ー
キ

乱
1
か
ら

ニ
ホ
ン
に
渡

つ
て
來
て
、
そ
れ
を
上
方
に

ゐ
る
琵
琶
法
師
が
工
夫
し
て
彈
き
初
め
た
と
い
ふ
事
だ
け
は
想
像
が
つ
く
。
そ
の
年
代
も
も
ち
ろ
ん
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
つ
永
祿
、

或
は
文
祿
の
頃
だ
と

一
般

の
人
に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

三
昧
線
が
渡
來
し
て
、
ま
つ
禺
來

没
曲
は
、
お
そ
ら
く
三
味
線
本
手
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
三
味
隷
で
今
日
ま
で
殘
つ

て
ゐ
る
も
の
の
・中

で

一
番
一古

い
も

の
で
あ
る
。
本
手
組
は
三
味
線

の
元
組
イ
シ
ム
ラ
栓
…校
が
ま
つ
疏
球
組
と
い
ふ
の
を
作
り
、
そ
れ
か
ら
後
そ
の
弟
子
共
が

い
ろ
い
ろ
の
組
を
作
り
添

へ
π
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
録
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
三
味
・線
本
手
組
。
ー
ーー
L
琉
球
組
。
鼠
鳥
組
。
a
腰
組
。
4
不
群
組
.、
鳳
飛
彈
組
Q
6
,忍
組
。
乞
淨
世
組
。

　
　

三
味
線
端
手
組
。
…

L
待

つ
に
ご
ざ
れ
。
幺
葛

の
葉
.。
a
比
良

や
小
松
。
4
長
崎
。.
翫
下
總

ほ
そ
夢
。、
嫁
京

鹿
子
癖
γ
端
手
片
撥
。

　

こ
の
組
唄
は
今
日
ま
で
上
方
の
盲
人
の
闇
に
傳

へ
ら
れ
て
來

て
ゐ
る
。
ま
た
そ
れ
を
譜
に
か
い
た
も

の
も

あ
る
.。
そ
れ
が

『
太
梭
抄
』

で
あ
る
。
こ
の
本
は

ニ
ホ

ン
の
音
樂
の
譜
と
し
て
は
誠

に
め
づ
ら
し
い
本
で
、
或

る
程
度

に
譜
の
體
裁
を
な
し
て
ゐ
る
。
昔
の
高
さ
も
そ

の
リ

ュ
ト
ム
ス
も
こ
の
本
か
ら
推
し
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
今
の
盲
人
の
演
奏
す
る
組
唄

に
比
べ
る
と
、
大
體
よ
く

一

致
す
る
。

　
組
唄
は
今
の
三
味
線
と
は
多
少
違
ふ
。
そ
の
主
な
違
ひ
の

一
つ
は
り

議
ト
ム
ス
で
あ
る
。
例

へ
ば
今
の
長
唄
で
は
、
三
味
線
の
伴
奏
は
、



長
短
い
ろ
い
ろ
の
リ

晶
ト
ム
ス
で
進
行
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
反
し
て
組
唄
の
三
味
線
ぱ
長
短
の
リ

ュ
ト
ム
ス
の
變
化
が
少
.な
い
。
全
曲
を

通
じ
て
三
味
線

の
書
は
大
體
ま
つ

一
定
の
長
さ
に
區
切
ら

れ
て
、
例

へ
ば
大
部
分
十
六
分
書
符
の
長
さ
で
、
高
さ
だ
け
を
變

へ
て
、
相
當

速

い
テ

ン
ポ
で
絶
え
す
聲
に
拌
奏
し
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
私
共
が
き
く
と

一
種
異
樣
な
感
じ
が
す
る
。

　

こ
れ
が
三
味
線
が

ニ
ホ
ン
の
書
樂
史
に
そ
の
足
跡
を
印
し
た
初
め
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
の
聞

に
は
三
味
線
は
い
ろ
い
ろ
さ
ま

ざ
ま
の
流
派
を
生
ん
だ
。
そ
れ
は
ま
つ
晋
樂
上
の
性
質
か
ら
、
語
り
も
の
と
唄
ひ
も
の
の
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
堪
來
る
..
ま
た
そ
れ
を

土
地
で
分
け
る
事
も
剛
來
る
。
上
方
の
語
・り
も
の
と
唄
ひ
も
の
、

エ
ド
の
語
り
も
の
と
唄
ぴ
も
の
で
あ
る
。

　
唄
ぴ
も
の
と
い
ふ
の
は
、
三
味
線

の
拌
奏
で
、
長
い
唄
の
交
句
を
唄
ふ
も
の
で
あ
る
。
彊
ぴ
て
言

へ
ば
抒
惰
的
な
唄
で
あ
る
。
例

へ
ば

長
唄
の

『
松
の
線
』
だ
と
か
、
『
越
後
獅
子
』
だ
と
か
、
地
唄
の

『海
山
』
だ
と
か
、
『
八
重
衣
』
だ
と
か
い
ふ
や
う
な
も

の
で
あ
る
。

　
語
り
も
の
と
い
ふ
の
は
、
何
か
事
件
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
或
る
事
件
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
班

て
來
・る
。
そ
の
人
物
の
會
話

や
獨
語
を
そ
の
ま

ゝ
そ
の
逋
の
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
徹
底
的
に
そ

の
通
り
に
や
れ

ば
、
こ
わ
い
ろ
入
り
の
朗
讀

に
な
る
。
そ
れ
を
こ
わ
い
ろ
を
も
使
ふ
し
、
ま

た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
メ
費
デ
イ
で
唄
つ
て
も
み
よ
う
と
い
ふ
の
が
、
つ
ま
り
三
味
線

の
語
り

も
の
で
あ
る
。
義
太
夫
は
そ
の

一
つ
の
例
で
あ
る
。
例

へ
ば
太
功
記
十
段
目

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
義
太
夫
語
り
は

一
人
し
て

ジ

ュ
ー
ジ

ロ
ー
も
、
ヒ
デ

ヨ
シ
も
、
ミ
ツ
ヒ
デ
も
、

ハ
ツ
ギ
ク
も
、
ミ
サ
ヲ
も
み
た
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
人
物

の
や
う
に
語
り
分
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
會
話
に
は
.
或
る
定
つ
た
型
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
も

一
人
で
い
ろ
い
ろ
の
人

の
盤
色
を
使
ひ
わ
け
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
上
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
メ
ロ
デ
ィ
も
多
少
唄
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
昔
の
ギ

リ
シ
ァ
の
ラ
プ
ソ
デ
ィ
と
い



ふ

も

の
が

ど

ん

な
も

の
で

あ

つ
た
か

わ

か

ら
な

い
が

、

ニ
ホ

ン
の
三

味

線

の
語

り

も

の
も

た
し

か

に
|
一
《
聯
》攀

フ
.フ
ソ
デ

イ

、
或

は

メ

ロ
評ア

イ
入
り
の
こ
わ
い
ろ
の
術
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
誠

に
め
づ
ら
し
い
藝
術
の
形
で
あ
る
。

こ
の
や
う
磧

ひ
も
の
と
語
り
も
の
が
、
上
方
圭

ド
と
に
出
來
た
。
上
方

磧

ひ
も
の
を
袋

す
る
の
鋪

唄
で
あ
る
。
上
方
の
語

り
も

の
を
袋

す
る
の
は
オ
↓

カ
の
義
太
夫
で
あ
ヴ⇔
。

エ
ド
の
唄
ひ
も

の
を
袋

す
る
の
は
、
長
唄
や
歌
澤
で
、
エ
お

語
り
も

の
を

代
表
す
る
の
は

エ
ド
淨
瑠
璃
　
　
清
元
、
常
磐
津
な
ど
　
　
で
あ
る
.、

こ
の
中
で
も
・
特
に
語
り
も
の
ら
し
い
の
は
義
太
夫
で
、
そ
れ
が
倉

で
の
こ
わ
い
ろ
朗
讀
を
讐

ん
ど
代
壅

弓
る
唯

5

も
の
で
あ

る
・

エ
ド
の
浄

飄

些

語
り
も
の
と
些

一暮

な
が
ら
、
よ
憾

瞬

ひ
も
の
遥

羨

2

し
ゐ
る
。
清
元
や
携

津

の
忠

は
、
.)わ
い

ろ
の
と
こ
ろ
は

;

も
な
く
て
・
龕

が
敍
叢

は
抒
情

の
斎

演

來

て
ゐ
て
、
そ
れ
を
メ
鷺
ア
イ
で
唄

ふ
や
う
な
禁

想

田
あ
る
。

こ
れ
は
ト
車

デ

と
亨

劣

の
地
方
的
な
礫

・の
蟶

か
も
知
れ
な

い
.猿

い
こ
安

ホ
ン
で
、
ツて
ん
な
に
勢

で
礫

霜

違
が
,

あ

る
も

の
か

ど

う
だ

か

知

ら

な

い
が

、

と
も

か

く
事

實

は

さ

う

で

あ

"、⇔
.。

今
幾

つ
て
ゐ
藷

り
も
の
は
毳

太
悉

清
一兀
、
常
蒙

奮

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
讐

は
、
串
塵

、
河
東
、

一
中
、
膏
田本
、

薗
会

ど
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
・
そ
れ
は
社
會

の
驚

て
警

麕

量

一天

の
演
豢

が
殘
つ
て
ゐ
.今
-
、b
ゐ
の
も
の
で
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
絶
え
た
晋
樂
と
言
つ
て
よ
ろ
し
い
。

し
か
し
黌

の
上
で
は
・
こ
の
ほ
か
に
ま
だ
ま
だ
多
く
の
覲
胃

も

の
の
名
が
擧
げ

b
れ
て
ゐ
る
。
淨
覊

や
語
り
物

の
髓

で
、
優
に

再

の
本
が
書
か
れ
て
ゐ
る
・
徳
川
時
代

2

一輳

の
藜

は
こ
の
語
り
も
の
で
袋

弍
爺

る
と
　.
2

し
・も
い
ー

ら
ゑ

、あ
る
。
、森

の
頃

穿

で

オ
ツ
ふ

淨
羈

姫
の
物
語
、
『
+
二
段
草
紙
』
を
作
つ
た
と
い
ふ
豪

い
は
れ
て
㊧

⇔
。

こ
装

錨

警

い
ふ
　↓.葉

の



始
ま
.9
と
な
つ
て
ゐ
.・
。
こ
の

『
.+
二
段
草
紙
』
の
蠶

査

ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
含

か
ら
で
は
、
三
味
線
を
使
つ
た
か
ど
う

か
さ

へ
も
わ
か
ら
な
い
。
た
穿
傳
説
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

三
味
線
が
語
り
も

の
最

り
入
れ
ら
聾

、
出
來
た
も

の
の
中
で
、
江
戸
で

藩

古
い
の
は
大
薩

や
外
記
節
な
ど
で
あ
る
・
そ
の
他
牛

太
夫
節
、
土
佐
節
、
肥
前
節
、
近
江
篩
、
金
李
節

、
永
閑
篩
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
ど
ん
な
も

の
で
あ
つ
た
か
は
今
日
か
ら
は

想
像
す
・曇

も
出
來
な
い
。
こ
の
や
う
な
語
り
も
の
は
、
大
誓

れ
が
獨
立
し
た
も
の
で
な
く
、
人
形
蒲

璃
や
歌
舞
伎
の
晋
樂

と
し
て

使
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
形
淨
瑠
璃
ぱ
・
を
き
か
な
い
け
れ
ど
、
歌
舞
伎
は
・
為

く
。
そ
れ
で
淨
講

も
歌
舞
伎
に
伶
奏
す
る
時
は
・

今
の
歌
舞
伎
㌢

り
よ
ぼ
語
　
の
や
う
に
、
會
薦

す
べ
て
役
者
に
ゆ
づ
り
、
地
の
文
に
多
少
の
節
を
つ
け

て
語
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
・

さ
う
す
る
と
同
じ
淨
瑠
璃
で
も
、
歌
舞
伎
を
拌
奏
し
た
の
と
、
人
形
を
拌
奏
し
た
の
と
で
は
、
よ
ほ
ど
樣

子
が
違

つ
て
ゐ
た
で

あ
ら
う
・

弔

に
ζ

の
葉

.
な
浄
瑠
璃
か
あ
つ
た
や
う
に
.
上
方
壕

。奚

い
ろ
い
ろ
の
淨
瑠
璃
が
あ
つ
た
。
播
磨
、節
、
文
彌
節
、
角
太
夫
節

の

や
う
な
も
の
で
あ
る
。
義臼
の

エ
ド
の
淨
瑠
璃
が
少
し
も
わ
か
ら
な
い
や
う
に
、
上
方
の
淨
瑠
璃
も
今
口
か
ら

で
は
少
し
も
わ
か
ら
な
い
。

い
ろ
い
ろ
の
節
の
名
が
あ
る
や
う
に
、
事
實
上
そ
ん
な
に
節

が
違
つ
て
ゐ
た
か
ぎ

か
、
そ
れ
が
私
共

の
最

も
知

り
度
い
蕚

は
あ
る
が
・

そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら
な
い
℃

こ
の
や
う
に
上
方

に
も

エ
ド
に
も
い
ろ
い
ろ
の
淨
瑠
,璃
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
舞

響

て
會

溝
元

や
常
磐
津
や
義

太
夫

に
僅

に
お
も
か
げ
を
殘
し
て
ゐ
る
。

ギ
ダ

↑

は
貞
享
か
ら
元
祿
頃
に
亨

劣

に
ゐ
た
人
で
あ
る
。
そ
と

し
チ
ヵ

マ
ツ
の
淨
瑠
璃
を
語
つ
た
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
義
太

夫
飾
の
起
・り
で
あ
る
、口。
舞

津
は
そ
の
前
に
あ
つ
蠡

撰

節

の

濡

派
で
あ
る
・、
延
享
の
頃
に
初
め
て
纂

た
も
の
だ
生
}濛

れ
て
ゐ
る
・



済
元
は
富
本
の

一
流
派
で
支
化
ご
ろ
に
出
來
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
流
派
の
歴
史
は
な
か
な
か
こ
み
入
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
文
獻
…

の
上
で
調
べ
る
に
し
て
も
相
當
の
努
力
が
い
る
。

　
語
り
も
の
に
對
し
て
、
唄
ひ
も
の
を
代
表
す
る
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
長
唄
で
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
詳
し
い
歴
史
は
明
瞭

に
は
わ
か

ら
な

い
。
今
日
で
は
長
唄
は
杵
屋
が
家
元
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
杵
屋
勘
五
郎
と
い
ふ
文
字
は
、
元
祿
の
前
に
上
方
で
長
唄
を
唄
つ
た
人
と

し
て
誌
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が

エ
ド
に
來
た
も
の
か
ど
う
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、

エ
ド
に
も
元
祿

の
頃
、
杵
屋
と
い
ふ
長
唄
う
た
ひ
が
ゐ

て
、
歌
錘
伎
で
長
唄
を
唄
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
以
後
は
主
と
し
て
歌
舞
伎
で
唄

つ
た
も

の
で
、
人
形
芝
居
を
拌
奏
し
た
と
い
ふ
事
は
ほ
と
ん

ど
見
當
ら
な

い
。
長
唄
の
性
質
と
し
て
、
語
り
も

の
で
な
い
か
ら
、
自
分
で
會
話
の
出
來
な
い
人
形
の
拌
奏

と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
不
適

當
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
.。
そ
れ
以
後
長
唄
に
は
い
ろ
い
ろ
の
變
遷
が
あ
つ
て
、
今

で
は
日
本
の
唄
ひ
も

の
を
代
表
す
る
や
う
に
な
つ
た
。

　
こ
れ
が
徳
川
時
代
の
習
樂
の
大
體
で
あ
る
。
こ
の
他
に
ま
だ
い
ろ

い
ろ
さ
ま
ざ
ま
の
晋
樂

が
あ
る
。
例

へ
ば
尺
八
の
や
う
な
も
の
も
あ

れ
ば
琵
琶
歌
の
や
う
な
も
の
も
あ
る
。
ま
た
三
昧
線
よ
り
外
に
、
留
や
太
鼓
の
や
う
な
囃
方
の
晋
樂
も
あ
る
ハ。
し
か
し
そ
の
や
う
な
も
の

ば

一
種
の
傍
系
の
音
樂
で
あ
つ
て
噛
こ
ゝ
で
は
い
ち
い
ち
話
し
て
ゐ
ら
れ
な

い
。
ま
つ
徳
川
史
の
中
に
あ
る
普
樂
ぱ
、
以
上
蓮
べ
た
や
う

な
も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
も
多
く
は
聞
違
ひ
あ
る
ま
い
。

　
た
穿
こ
ゝ
に
記
さ
な
か
つ
た
の
で
、
上
方
地
唄
の
箏
が
あ
る
。

こ
れ
は
徳
川
期
の
晋
樂
で
の

一
大
流
派
で
あ
つ
て
、
上
方
の
箏
唄
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'

に
は
、
今
私
共
が
き
い
て
も
、
ち
よ
つ
と
お
も
し
ろ
い
と
思
ふ
も

の
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
起
原
も
か
な
り
古
く
て
寛
永
頃
か

ら
す
で
に
あ
つ
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ぺ
ー
ヂ
の
都
合
で
こ
ゝ
で
は
省
略
す
る
。

　
　
こ
エ
に
逑
べ
た
や
う
な
事
の
詳
し
い
記
述
は
、
高
野
辰
之
博
士
や
、
伊
庭
孝
氏
や
、
田
邊
徇
雄
氏
の
大
著
に
詳
し
く
書
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
近
頃
出
版
さ



　
　

れ
た
晉
…樂
全
集

の
中

に
、
　
こ
の
や
う
な
暑
樂

が
今
殘

つ
て
ゐ
る
形

で
、
斷
片
的
に
譜
に
書

か
れ
て
ゐ
る
。

　
　

ま
た
近
頃
伊
庭
孝
氏

の
撰
、で
、

こ
こ
に
述

べ
た
や
う
な
も

の
が
、
A
養

つ
て
ゐ
る
形
で
、

レ
マ

ド
最

り
入
れ

ら
れ
た
。
鏖

な
史
料
で
あ
る
・

　
　

そ
の
外
注
意
し
て
居
れ
ば
、
こ
こ
に
蓮
べ
た
や
う
な
音
樂
は
ラ
ヂ
オ
で
今
μ
現
存
し
て
居
る
形
で
聞
く
事
が
出
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　

徳

川
時
代

の
音
樂

は
ど

ん
な

も

の
で

あ

る
か
。
ど

う

し

て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

れ
を
保
存

す

る
か

　
徳
川
時
代
の
音
樂

の
大
體
は
以
上
述
べ
た
や
う
な
も
の
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
い
ふ
ま

で
も
な
く
三
味
線
で
あ
る
。
次
に
私
は
・

私
共

に
こ
の
三
味
線
は
ど
ん
な
に
感
じ
ら
れ
る
か
を
簡
單
に
蓮
べ
て
お
く
。

　
私
共
は
今
祁
當
西
洋

の
詑日樂
も
聞

い
て
ゐ
る
。
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ヂ
オ
で

一
般

の
入
ぱ
両
洋

の
書
樂
を
き
く
機
倉
ぼ
非
常

に
ふ
え
て
來
儀

ま
た
私
共
の
教
育
ぱ
そ
の
基
礎
を
爾
洋
の
學
陶
に
お
か
れ
て
ゐ
る
。
私
共
ぱ
或
る
程
度
に
西
洋
の
嘗
葉
も
)甲教

へ
ら
れ
、

讖
ホ
ン
語

へ
の
囃

譯
を
參
考
に
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ッ
や
フ
ラ
ン
ス
の
詩

の
文
句
も
或
る
程
度
に
理
解
す
る
。
こ
の
や
う
な
時
代
に
な
つ
て
も
ま
訟

三
味
線
や
箏
は
私
共

の
晋
樂
に
な
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。

　
三
味
線

の
晋
樂

の
中
で
、
ま
つ
私
共

に
不
滿
を
輿

へ
る
も
の
は
、
そ
の
唄
の
文
句
で
あ
る
。

一
般
に
三
・昧
線
の
唄
の
支
句
ぱ
、
交
學
し

し
て
み
て
非
常
に
拙
劣
で
あ
る
。
く
だ
ら
な

い
と
い
ふ
よ
り
外
諺

容
す
ゑ

一羮

が
な
い
。
襞

琵
琶
の
テ
キ
ス
ト
に
な
つ
て
ゐ

る
簍

物

語

は

艾

學

と
し

て
み

て
も

相

當

に

お
も

し

ろ

い
。

ラ
プ

ソ
デ

ィ

の
テ

キ

ス

ト
と

し

て
ぱ

、

お

そ

ら

く

上

乘

の
も

の
で

あ
ら

う

・

そ

し

デ

悔島
れ

が

識
ホ

ン
の
聲
樂

の

テ
キ

ス

ト

の
中

で

、
只

一
つ

の
文

學

的

の
も

の

の
例

で
あ

る

。



　
そ
れ
が
室
町
時
代

の
謡
曲

に
な
る
と
、
そ
の
文
句
の
交
學
味
は
よ
ほ
ど
減
じ
て
來
る
。
ど
の
謠
曲

の
文
句

で
も
、
さ
す
が
に
意
味
だ
け

は
通
じ
ピ」
ゐ
る
が
、
そ
の
文
章
は
古
文
を
引
用
し
た
り
、
か
け
言
葉
を
使

つ
た
り
、
私
共
に
は
た
璽
ご
て
ご

て
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
じ
を

與

へ
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
文
墨
的
な
感
じ
ぱ
與

へ
な
い
。

　
徳
川
期
の
三
味
線
音
樂
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
よ
り
も
な
ほ
文
學
的
の
價
値
は
下
落
す
る
。
大
抵

の
長
唄
の
交
句
は
全
體
何
を
言
つ
て
ゐ

る
か
、
意
味
さ
へ
は
つ
き
り
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。、
張
ひ
て
求
め
た
ら
多
少
の
意
味
は
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
意
味
そ
れ
自
身
も

極
め
て
く
だ
ら
な
い
も
の
で
、
題
目
の
大
部
分
を
占
め
て
居
る
の
は
遊
廓
の
讃
美
で
あ
る
。
今
の
私
共
と
あ
ま
り
…關
係
は
な
い
。
そ
の
他

淨
瑠
璃
の
交
句
に
し
て
も
大
體
同
じ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
義
太
夫
ぱ
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
多
少
劇
的
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
劇

の
筋
は

極
め
て
く
だ
ら
な
い
..
世
話
物
に
し
て
も
、
時
代
も
の
に
し
て
も
、
特
に
私
共
の
興
味
を
惹
く
と
い
ふ
や
う
な
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ

し
て
そ
の
文
句
も
非
常

に
幼
稚
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
徳
川
末
期
の
晋
樂
で
あ
ら
う
と
思
強
れ
る
も
の
で
、
そ
し
て
幾
分
か
私
共
の
興
味
を
惹
く
も
の
ぱ

.

ニ
ホ
ン
の
地
方
地
方

の
民

謡
で
あ
る
。
こ
れ
ば
短
い
が
、
意
味
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
感
じ
が
い
か
に
も
素
朴
で
.
交
學
と
し
て
み
て
も
相
當
お
も
し
ろ
い
.)

ま
た
民
議
と
專
門
的
な
普
樂
と
の
聞
に
あ
る
や
う
な
小
唄
が
あ
る
。
そ
の
申
に
も
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
と
思
ふ
も
の
も
あ
る
。
や
は
り

花
柳
情
緒
が
そ
の
主
な
も
の
に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
と
も
か
く
意
味
は
よ
く
わ
か
る
し
、
中
に
は
ち
よ
つ
と
し
た
洒
落
や
警
句
を
吐
い
て

ゐ
る
の
も
あ
る
。.
民
謡

に
つ
い
で
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。
た
ぼ
今
日
で
ぱ
そ
の
や
う
な
小
唄
は
歌
澤
の
や
う
な
節
で
唄
は
れ
て
ゐ
て
、

晋
樂
と
し
て
は
テ
ン
ポ
が
お
そ
過
ぎ
て
、
聞
が
ぬ
け
て
、
ぼ
と
ん
ど
何
の
競
ハ味
も
な
い
も
の
に
な

つ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
や
う
に
、
テ
キ

ス
ト
が
極
め
て
く
だ
ら
な
い
と
い
ふ
事
が
.
徳
川
期
の
書
樂
が
私
共
を
滿
足
さ
せ
な

い
大
き
な
理
由

の
一
つ
で
あ



る
。
し
か
し
そ
の
外
に
、
書
樂
と
し
て
も
そ
れ
が
私
共
に
非
常
に
訴

へ
る
と
は
言
は
れ
な
い
。

　
　
ま
つ
三
味
線
の
書
そ
の
も
の
が
相
當
雜
書
を
含
ん
で
ゐ
て
、
澄
み
渡

つ
た
書
樂
と
い
ふ
感
じ
に
乏
し
い
。
箏
の
晋
は
そ
れ
よ
り
も
よ
く

澄
ん
で
ゐ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
い
つ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
相
違
は
そ
ん
な
に
大
き
く
は
な

い
。
そ
し
て
書
量
も
あ
ま
り
多
く

欝
な
い
。
ピ
ア
ノ
や
ヴ
ィ
オ
リ
ネ
の
晋
に
慣
れ
た
耳
に
は
箏
や
三
味
線
の
晋
は
樂
器
の
晋
と
し
て
少
し
物
足
ら
な
い
。

　
　
こ
の
二
つ
の
樂
器

の
中

で
、
三
味
線

の
方
は
、
箏

に
比
べ
る
と
書
の
張
弱
が
明
瞭

に
つ
い
て
、
甚
だ
表
情
的
だ
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
實
際
で
は
、
三
味
線
で
も
、
書
そ
の
も
の
の
彊
さ
　
　

つ
ま
り
書

の
波
の
振
幅
の
大
き
さ
　
　
を
ひ
ど
く
か

へ
る
こ
と
は
出
來
な

　
い
。
撥
で
或
る
梶
度
以
上
に
絲
を
た
丶
け
ば
絲
が
切
れ
る
。
或
は
皮
が
破
れ
る
。
絲
も
切
れ
す
、
皮
も
破
け
な
い
範
嗣
で
出
來
る
張
さ
の

變
化
ば
さ
う
大
き
な
も
の
で
な
い
。
三
味
線
が
箏
よ
の
も
表
惰
的
だ
と
い
ふ
事
に
は
、
別
に
大
き
な
替
樂
的

の
理
由
ば
た
さ
さ
う
で
あ
る
。

た
鸞
　一∵味
線

の
交
勾
は
箏
唄
の
交
句

に
比
べ
て
多
少
表
惰
…的
で
あ
る
と
ぱ
言
ぱ
れ
る
。
ま

π
三
つ
の
絲
の
大
き
さ
が
潼
ふ
の
で
、
そ
れ
に

多
少
の
書

の
相
違
が
あ
る
し
、
ま
た
書
樂

の
り

議
ト
ム
ス
の
巒
花
が
多
少
三
味
線
の
方
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
い
つ
れ
に
し
て

も
、
さ
う
大
き
な
相
違
で
ぱ
な
い
。
ど
ち
ら
も
非
常
・に
私
共
の
感
興
を
惹
く
と
は
言
は
れ
な
い
。

　

次
に
箏
や
三
味
線

の
晋
樂
が
私
共
に
訴

へ
な
い
の
は
、
和
聲
の
な
い
事
で
あ
る
。
書
が
調
和
す
る
と
い
ふ
お
も
し
ろ
さ
を
崟
然
享
樂
出

來
な
い
事
で
あ
る
。
樂
器

の
和
聲
も
な
け
れ
ば
、-
聲

の
合
唱
も
な
い
。
そ
れ
が
私
共

に
物
淋
し
い
感
じ
を
與

へ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

ニ
ホ
ン

の
樂
器
で
は
西
洋
の
樂
器

の
や
う
な
書
の
澄
み
渡

つ
た

ハ
ル
モ
ニ
ー
は
で
き
に
く
い
。
今
ま
で

一一
ホ
ン
で

ハ
ル
モ
ニ
ー
と
い
ふ
も
の
が
知

ら
れ
な
か
つ
た
の
ぼ
無
理
も
な
い
事
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、

轟
ホ
ン
で
も
西
洋
で
も
、
八
の
盤

に
か
ば
り
は
な
い
。
そ
し
て

西
洋
で
は

ハ
ル
モ
談
ー
ば
先
づ
聲

の
方
か
ら
發
逹
し
た
.

ニ
ホ
ン
に
多
少
ρ
聲
の
ハ
ル
モ
ニ
ー
も
な
い

、」
い
ふ
事
は
、
私
に
は
多
少
不
思



議
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
徳
川
期
の
晋
樂
が
大
體
み
な
ラ
プ
ソ
デ
ィ
の
や
う
な
性
質
を
お
び
て
居

た
か
ら
で
あ
ら
う
。

　

こ
の
や
う
な
事
が
、
私
共
に
徳
川
期
の
音
樂
を
あ
ま
り
面
白

い
物
の
や
う
に
思
は
せ
な

い
理
由
で
あ
る
。
今
徳
川
期
の
書
樂
に
非
常
な

感
激
を
も
つ
て
ゐ
る
人
は
、
お
そ
ら
く
特
別

に
ユ
ホ

ン
の
事

に
興
味
を
も
つ
て
ゐ
る
人
か
、
或
は
三
味
線
や
箏
と
い
ふ
も

の
に
何
か

一,種

特
別
の
し
た
し
み
を
も
つ
て
ゐ
る
人
だ
け
で
あ
ら
う
。
徳
川
期

の
書
樂
は
今
の
普
通

の
轂
育
を
う
け
た
私
共

に
と
つ
て
は
、
見
知
ら
ぬ
外

國
の
詑日
樂
6

や
う
に
聞
え
る
。

　
し
か
し
徳
川
期
の
晋
樂
を
保
存
し
て
お
く
事
は
、
そ
れ
ば
大
き
な
丈
化
的
の
仕
事

と
し
て
私
共
が
必
す
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
今
で
も
徳
川
期
の
音
樂
試
だ
ん
だ
ん
な
く
な
つ
て
行
く
。
た
と
へ
ば

一
串
∴節
や
河
東
節
な
ど

い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
ぼ
と
ん
ど
な

く
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
外
名
だ
け
殘
つ

て
、
費
際
の
節
は
誰
も
知
ら
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
今
あ
る
だ
け
の
も
の
ぼ
今
保

存

の
途
を
講
じ
て
お
か
な
い
と
、
い
つ
ま
た
な
く
な
る
か
も
わ
か
ら
な

い
。

　
ゼ
う
し
.勲
ら
争
あ
る
徳
罵
朝
の
晋
樂
を
保
存
ず
る
事
が
憾、
き
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
な
か
な
か
容
易
な

ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
今
日
で

は
レ
繊
ー
ド
や
ト
,息
ギ
ー
の
機
械
が
が
な
り
發
逡
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
や
う
な
機
械
に
保
存
を
ま
か
せ
て
お
く
の
は

一
番
い
ゝ
方
法
の

や
う
に
思
は
れ
る
。
人
に
轂

へ
て
お
く
と
い
ふ
事
ぱ
、
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
完
全
に
保
存
す
る
事
で
は
あ
ら
う
が
、
或
る
入
欄
の

一
生
を
こ

の
や
う
な
も
の
の
保
存
の
た
め
に
費
さ
せ
る
と
い
ふ
事
ぱ
、
そ
れ
は
誠
に
由

々
し
き
人
道
碍
題
で
あ
る
。
も
し
自
ら
進
ん
で
そ
の
や
う
な

庵
の
の
保
存
の
た
め
に

一
生
を
費
ざ

う
と
申
し
出
る
人
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
私
な
ら
ば
、
そ
ん
な
事
を
せ
す

に
、
も
少
し
生
甲
斐
の
あ

る
仕
』事
を
す
る
や
う
に
と
忠
告
す
る
で
あ
ら
う
。

　
今
日
で
ぱ
ラ
ヂ
オ
で
し
ば
し
ば
徳
川
期
の
晋
樂
が
放
途
さ
れ
る
、
そ
の
時
そ
の
演
奏
を
レ
コ
ー
ド
な
り
、
フ

ィ
ル
ム
な
り
に
を
さ
め
て



お
く
事
は
、
甚
だ
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
私
は
今
殘
つ

て
ゐ
る
徳
川
期

の
習
樂
や
民
謡
な
ど
が

一
日
も
早
く
ま
つ
こ
の
方
法
で
保
存
さ
れ

る
や
う
に
な
る
こ
と
を
数
川望
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
徳

川
時
代

の
音
樂

は
ど
う

し

て
今

日
娑

で
傳

は

つ
て
來

た
か

　
今
私
共
が
き
い
て
ゐ
る
三
味
線
唄
や
箏
唄
は
、
は
た
し
て
徳
川
期
の
音
樂

の
そ
の
ま

ゝ
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
今
日
殘
つ

て
ゐ
る
三
味

線
音
樂
な
ど
か
ら
推
し
て
、
徳
川
時
代
の
音
樂
も
か
う
で
あ
つ
た
と
斷
定
す
る
こ
と
が
出
來

る
で
あ
ら
う
か
、
こ
れ
は
私
共
が
必
す
考

へ

て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
〃̀9
。
も
し
今
擁
の
三
味
線
唄
な
ど
か
ら
推
し
て
見
て
も
、
徳
川
期
の
晋
樂

の
様
子
は
わ
か
ら
な
い
と

い
ふ
・な
ら
ば
、
麟職
局
∵
凶
ホ

ン
の
詑緯
蹴木
史
↑、は
幽奴罵
乱
し
聾蟻
い
と
い
ふ
粛
軍
に
・な
る
。
私
冖北
ハ
の
現
代
に

　
並价
近

い
徳
…川
麗
捌の
鎖臼
轍木
で
さ
へ
・も
.
Aフ
臼

か
ら
は
そ
め
磐埠
時
の
籾
子
は
完
全
に
わ
か
ら
な
い
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
も
時
代

の
さ
か
の
ぼ
る
窒
町
、
』鎌
・倉
、
築
出女
朝
時
代
は
今
日

か
ら
は
決
し
て
わ
か
る
道
理
は
な
い
。
私
は
徳
珊
時
代

の
音
樂
は
當
時
の
歌
態

の
ま

ゝ
が
今
臼
か
ら
わ
か
る
か
ど
う
か
を
少
し
考

へ
て
み
.

よ
う
と
思
ふ
。

　
私
は
徳
川
期
の
習
樂
を
民
謠
…と
專
門
的
な
膏
樂
と
の
二
つ
に
分
け
た
。、
こ
の
問
題
は
そ
の
各
々
に
つ
い
て
考

へ
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ

は
す

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の
民
謡
に
つ
い
て
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
昔

の
メ
ロ
デ
ィ
は
わ
か
ら
な
い
。
例

へ
ば

『
松
の
葉
』
の
中

に
は
民
謠
と
專
門
的
音
樂
と
の
中
間

の
や
う
.な
も
の
が
澤
山
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
メ

μ
デ
イ
は
今
日
か
ら
で
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
今
昌
ま
で
わ
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
民
謠

の
節
、
例

へ
ば
追
分
節
や
キ
ソ
節
の
や
う
な
も
の
は
、
い
つ
か
ら
初
ま

つ
た
の
か
そ
の
起
原

が
わ
か
つ
て
ゐ
な

い
,。
い
つ
れ
に
し
て
も
民
、議
の
躯
皮
と
い
ふ
こ
と
は
嚴
密

に
い
へ
ば
成
立
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
た
壁
問
題
に
な
る
の



は
、
專
門
的
の
音
樂
だ
け
で
あ
る
。
專
門
的
な
晋
樂
は
、
そ
の
出
來
た
年
代
は
文
獻
で
大
體
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
長
唄

に
例
を
と
れ

ば
、
有
名
な

『
鷺
娘
』
は
寶
暦
十
二
年
、
『吉
原
雀
』
は
明
和
五
年
に
出
來
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
淨
瑠
璃
で
も
義
太
夫

で
も
そ
の
出
來

た
年
代
は
調
べ
て
み
れ
ば
大
抵
わ
か
る
。
そ
れ
で
問
題
は
今
私
共
が
聞
く

『鷺
娘
』
や

『
吉
原
雀
』
が
、
は
た
し
て
寶
暦

や
明
和
の
時
に
演
奏
さ
れ
て
ゐ
た
の
と
同
じ
も
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
書
樂
が
昔
の
形
と
同
じ

で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
つ
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
が
昔
の
も
の
と
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
三
味
線
唄
で
は
メ
ロ

デ
ィ
に
聲
と
三
味
線
と
の
二
種
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
二
つ
が
昔
の
も
の
と
同
じ
で
な
ぐ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
次
に
或
る
音
樂
が
昔
の
も

の
と
同
じ
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
リ

歳
ト
ム
ス
が
同
じ

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
が
同
じ
な
ら
ば
、
そ
の
晋
樂
は
ま
つ
同
じ

だ
と
い
は
れ
る
。
曲

の
速
さ
な
ど
は
今
日
で
も
演
奏
す
る
人
で
多
少
違

ふ
。
ま
た
三
味
線

の
音

の
高
さ
も
人

々
で
違
ふ
。
そ
の
や
う
た
事

は
こ
の
場
合
に
は
問
題

に
な
ら
な

い
。
問
題
は
た
穿
メ
鷺
デ
イ
と
リ

ュ
ト
ム
ス
の
二
つ
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
、
今
私
共
が

『
吉
原
雀
』
の

曲
を
と
つ
て
、
そ
れ
が
明
和
の
頃
の
も
の
と
か
は
つ
て
ゐ
る
か
ゐ
な
い
か
を
ど
う
し
て
調
べ
る
事
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
た
め
に

は
私
共
は
ま
つ
明
和
の
頃
の

『吉
原
雀
』
の
有
樣
を
相
當
明
瞭

に
知
つ
て
ゐ
な
く
て
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
く
て
は
こ
の
二
つ
を
比
較

す
る
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
私
共
は
明
和
の
頃
に
ど
の
や
う
な

『吉
原
雀
』
が
演
奏
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
を
知
る
事
は
絶
對
に
で
き

な
い
。
も
し
そ

の
當
時
に
書
か
れ
た
譜
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
譜
と
今
の
も

の
と
を
く
ら
べ
て
見
る
事
が
で
き
る
。
昔
の
譜
が
殘
つ
て
ゐ

る
と
い
ふ
事
は
、
昔
樂
史
の
成
立
す
る
根
本

の
條
件
で
あ
る
。
三
味
線

の
場
合
は
そ
れ
が
缺
け
て
あ
る
。
そ

れ
で
は
三
昧
線
の
晋
樂
の
歴

史
は
成
立
す
る
わ
け
が
な
い
。
今
の

『吉
原
雀
』
は
明
和
の
頃
の
も
の
と
非
常
に
違

つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な

い
し
、
或
は
か
な
り
似
て
ゐ

る
か
も
し
れ
な
い
。
私
共
は
そ
れ
を
ど
ち
ら
と
も
判
斷
す
る
事
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
た
虻
三
味
線
ば
か
り
で
な
く
、

ニ
ホ
ン
の
晋



樂
全
體
に
通
じ
て
言
は
れ
る
事
で
あ
る
G　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

徳
川
期
振

、
も
ち
ろ
ん
多
少
の
譜
は
で
章

φ

る
。
例

へ
ば

昊

榛
鞍

や

『
三
絃
獨
饑

の
や
う
な
本
、
或
は

『
糸
竹
初
心
篥

』

や

『
三
味
線
ち

の
、ら
喜

の
や
う
な
歪

は
、
三
味
線
の
か
ん
つ
ぼ
の
高
霍

或

る
程
度
に
明
瞭
に
書
き
あ
ら
は
し
て
ゐ

る
・
も
し
そ
れ

が
査

田
で
あ
る
な
ら
ば
、
芸

り
と
も
　臼
の
高
壷憂

け
攀

知
る
豪

で
き
る
。
し
か
善

の
長
さ
に
つ
い
て
は
ど
の
本

も
か
な
り
瞹
眛

で
あ
る
。

『
大
霧

』
は
そ

の
事
に
つ
め

、
も
想

崗明
瞭

に
書

摯

、
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
券

に
は
わ
か
ら
な
い
・
結
墨

一黷

の
譜
結

田時
の
專
門
家
に
と
つ
て
竺

種
の
心
黌

の
雜
記
帳
げ摩、
、
今
そ
れ
を
見
義

々
に
と
つ
て
は
、
な

め
づ
ら
し
い
書
物
で

あ
る

と
い
と襟

か
姦

奇
心
の
的
に
は
な
る
。
し
か
し
冫
、れ
か
ら
推

き

、
音
樂
上
の
仕
事
を
し

よ
う
と
い
ふ
や
つ
な
韓

に
は
な
り
に
く
い
・

私
共
が
た
Ψ
撰

』

、
見
る
だ
け
.な
ら
ば
、
三
駿

盆

日
樂
は
此日
か
ら
多
少
彎

て
発

で
は
あ
ら
う
が
、
し
か
し
大
體
讐

の
紊

の
こ
9

、
姶

な
み

の
曇

ノ
に
程

れ
る
.

『
大
榛
抄
諺

忠

あ
謡

を
全

方
2

目
人
の
爨

す
る
穿

き
く
と
大
體
よ
く
似
て
ゐ

る
。

軆

雲

ホ
ン
盆

釘
樂
は
鬱

じ
を
し

へ
す
に
口
儻
.へ
に
し
て
を
し
へ
る
。
は
じ
め
か
善

樂
の
修
業
繕

記
と
い
ふ
事
が
架

に
な

つ
て
ゐ
る
。
　日
樂
を
黯

蓚

業
し
ト、
う
と
田心
ふ
く
ら
ゐ
の
人
は

癜

で
暗
記
力
が
強

く
ザ」
、

凌

覺
き

ん
だ
事
黛

易
に
忘
れ
な
い
・

そ
れ
を
代

々
?

璽

、
來

た
の
で
あ
る
か
ら
、
　日
樂
の
謹

の
形
ぱ
あ
ま
り
變
ら
芝

含

ま
で
偉
は
つ
た
と
考

へ
て
も
あ
秀

間
違
で

は

あ

る

ま

い
。

し
か
し
メ

.
デ
イ
の
記
憶
と
い
ふ
も
の
は
、
ま
た
惑

程
度
ま
で
歪

確
な
も
の
だ

と
も
違

れ
る
・
今
現
在

ニ
ホ
ン
で
は
い
ろ
い
ろ

な
民
謡
が
唄
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
げし
そ
れ
斃

い
て
旨

か
ら
・
へ
俾

へ
ら
れ
る
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
を
よ
く
注
意
し
て
き
く
と
・
学

し
も
す
づ

.
?

・
㍑
デ
イ
歪

し
≦

致
・し
一・
繁

な
い
。
杢

で
多
少
霜

蓮
が
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
或

る
人
は
短
三
度
で
降
る
と
こ



ろ
を
或
る
人
は
長
三
度
で
降
り
る
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
譜
が
あ
つ
て
、
樂
典
が
あ
つ
て
、
音
樂
の
知
識
を
十
分
に
も

つ
て
ゐ
な

く
て
は
、
或
る
メ
ロ
デ
ィ
を
完
全
に
頭
の
中

に
い
れ
る
と
い
ふ
事
は
む
つ
か
し
い
。
徳
川
期
の
音
樂
の
修
業

に
は
、
そ
の
樂
典
も
な
け
れ

ば
譜
も
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
よ
ほ
ど
耳
の
鏡
い
人
で
も
或
る
メ
ロ
デ
ィ
を
杢
く
樂
典
や
譜

の
力
を
借
り
す

に
暗
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

か
ら
、
そ
の
聞
に
は
多
少
の
覺
え
違
ひ
が
な
か
つ
た
と
は
い
は
れ
な

い
..
も
ち
ろ
ん
晋
樂
が
ご
く
簡
單
で
あ
る
か
ら
、
お
ぼ
え
や
す
か
つ

た
と
も

い
は
れ
よ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
百
年
以
上
の
聞

に
、
或
る
曲
が
少
し
も
そ
の
書
樂
上
の
性
質
を
變

へ
す
に
今
日
ま
で
傳

は
つ
て
來

た
か
ど
う
か
は
、
甚
だ
疑
ぱ
し
い
。、
私
は
今
日
の
三
味
線
唄
技
そ
の
で
き

k
時
と
は
大
體
の
形
ぱ
似
て
は
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
細
か
い
點
は
い
ろ
い
ろ
に
變
つ
て
き

π
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
.、

　
徳
川
降
代
は
今
の
時
代
に

一
番
近
い
。
わ
つ
か
に
三
百
年
の
隔
り
で
あ
る
..
そ
れ
に
し
て
も
な
ほ
晋
樂
は

い
ろ
い
ろ
に
攣
つ

た
と
思
は

れ
る
。
　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

,

　
徳
川
時
代
よ
り
も
な
ぼ
隔

つ
て
ゐ
る
鎌
倉
や
窒
町
時
代
の
晋
樂
が
、
ど
う
し
ザ、
そ
の
當
時
の
有
樣
を
變

へ
す
に
今
日
ま
で
傳
ぼ
つ
て
來

た
と
考

へ
ら
れ
よ
う
か
。
も
し
變

つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
た
Ψ
變

つ
た
と
思
ふ
だ
け
で
、
ど
う
變

つ
た
か
と
い
ふ
事
は
譜
が
な
い
か
ら

一

切
3で
れ
を
知
る
事
は
で
き
な
い
o

　
結
局

ニ
ホ
ン
で
は
晋
樂
皮
と
い
ふ
も

の
は
、
本
當
の
意
味
で
は
で
き
な
い
。
今

ニ
ホ
ン
で
は
色

々
の
時
代

に
で
き
た
と
い
は
れ
る
い
ろ

い
ろ
な
音
樂
が
あ
る
。
千
年
も
前

の
時
代
に
で
き
た
と
い
は
れ
る
晋
樂
さ
へ
も
殘
つ
ず、
ゐ
る
。
し
か
し
今
殘

つ
て
ゐ
る
音
樂
を
そ
の
ま

ゝ

時
代
的

に
縱

に
な
ら
べ
ィ丶

す
ぐ
そ
れ
を
晋
樂
史
だ
と
言
ふ
の
は
、
私
は
そ
れ
は
甚
だ
大
膽
す
ぎ
る
と
思
ふ
。
我

々
の
言
ひ
う
る
事
は
、

た
穿
今

の
ニ
ホ
ン
に
は
こ
れ
こ
れ
の
晋
樂
が
あ
る
と
い
ふ
だ
け
の
婆
で
あ
る
。



　

こ
の
小
篇
は
徳
川
時
代

の
晋
樂
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私
は
徳
川
時
代
に
實
際
今
あ
る
通
り
の
長
唄
や
溝
元
や
義
太
夫

な
ど
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
は
考

へ
な
い
。
た
野
そ
れ
に
似

た
や
う
な
も
の
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
言
ふ
だ
け
の
事
で
あ
る
。

　
　
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
同
じ
岩
波
講
座

「
日
本
丈
學
」
の
中
の
『
日
本
音
樂
史
』
と
、
ス
ナ
ガ
・
カ
ッ
ミ
氏
の
そ
れ
に
た
い
す
る
駁
論

(雜
誌

「普
樂
世

　
　
界
」)
を
見
て
も
ら
ひ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
徳

川
時

代

の
音
樂

に

は
ど

ん
な
問

題
が
殘

さ

れ

て
ゐ

る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ

の

一
つ
に

つ

い
て

　
徳
川
時
代
の
こ
の
や
う
な
晋
樂
に
つ
い
て
、
私
共
は
ど
ん
な
事
を
考

へ
た
ら
よ
か
ら
う
か
。、
i
ー

こ
れ
が

こ
の
小
篇

の
最
後

の
問
題
で

あ
る
鴫

　
こ
の
や
う
な
晋
樂
は
、、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
形
の
上
の
變
遷
を
經
て
今
日
ま
で
殘
つ
て
來
た
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
根
本
の

形
が
全
然
變

つ
て
し
ま

つ
た
と
い
ふ
事
は
考

へ
に
く
い
。
恐
ら
く
徳
川
期
で
も
大
體
の
形
は
今
日
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

よ
し
徳
川
期
の
形
は
全
.然
失
は
れ
て
、
今
日
の
義
太
夫

に
し
て
も
、
長
唄
に
も
て
も
、
た
穿
徳
川
末
期
或
は
明
治
初
年
か
ら
始
ま
つ
た
も

の
だ
と
し
て
も
、
ま
だ
こ
ゝ
に
音
樂
そ
の
恵
の
の
形

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
音
樂
の
形
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
の
問
題
の
中
で
、
今

こ
ゝ
に
特

に
考

へ
て
み
た
い
と
恩
ふ
の
は
、
メ
ロ
デ
ィ
の
形
の
變
邁
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。

　

ニ
ホ
ン
の
藝
術
の
雁
史
を
み
る
と
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
樣
式

の
變
遷
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
番
め
ざ
ま
毛
い
變
遷
は
干
安
朝
頃
に



あ
つ
た
や
う
に
見
え
る
。
そ
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
歌

の
調
子
が
五
七
調
か
ら
七
五
調
に
變

つ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
頃
に
は
そ
れ
と
不
行

に
剛
刻
で
も
建
築

で
も
そ
の
様
式
に
多
く
の
變
化
が
あ
つ
た
。
晋
樂
も
そ
れ

に
干
行
し
ゾ、
そ
の
當
時
に
樣

式
の

一
變
化
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
そ
の
變
化
が
徳
川
期
の
書
樂
に
ど
ん
な
關
係
を
持

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
1

そ
れ
が

今
當
面
の
問
題
で
あ
る
。

　

ニ
ホ
ン
の
音
樂
は
大
抵
聲
樂
で
あ
る
。
支
句
に
メ
・
デ
イ
を
つ
け
て
唄
ふ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
文
學
の
樣
式
の
變
化
は
晋
樂
の
上
に

大
き
な
根
本
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
も
い
ゝ
は
す
で
あ
る
。
文
學
の
方
で
は
歌
の
調
子
は
雫
安
朝
で
五
七
調
か
ら
七
五
調
に
變

つ
て
ゐ
る
、

そ
れ
に
對
し
て
、
晋
樂
の
方
で
は
様
式
が
ど
う
變
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
凖
安
朝
時
代
の
も
の
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
論
じ
ら
れ
な
い
。
不
安

朝
の
習
樂
と
い
は
れ
る
も
の
で
今
殘
つ
て
ゐ
る
も
の
ぱ
雅
樂
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
七
五
調
の
交
句
を
唄
ふ
や
う
な
も
の
は
あ
ま
り
滓
山

な
い
。
あ
れ
ば
た
穿
神
樂
や
催
馬
樂
、
朗
詠
な
ど
で
あ
る
。
或
は
歌

の
披
講
も
そ
れ
に
入
れ
て
も
い
ゝ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
や

う
な
も
の
は
、
今
存
在
し
て
ゐ
る
形
で
は
、
極
端

に
テ
ン
ポ
が
お
そ
く
て
、
ぼ
と
ん
ど
後
世
の
ど
ん
な
音
樂
と
も
比
べ
る
こ
と
が
出
來
な

い
。
帥
樂

で
も
、
催
馬
樂
で
も
、
聲
は
母
音
を
長
く
引
い
て
、
そ
れ
に
極
め
て
ゆ
る
や
か
な
ト
レ
モ
鷺
が
つ
く
。
全
鱧
は
た
讐
母
音
の
晋

樂
で
あ
つ
て
、
子
昔
と
子
音
の
關
係
は
ほ
と
ん
ど
失
は
れ
て
ゐ
る
。
演
奏
か
ら
で
は
文
句
の
意
味
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

　
こ
の
や
う
な
晋
樂
は

ニ
ホ
ン
で
は
雅
樂
や
聲
明
だ
け
で
、
そ
れ
を
他
の

ニ
ホ
ン
の
ど
ん
な
晋
樂
に
比
べ
よ
う
と
し
て
も
比
べ
る
こ
と
は

出
來
な
い
。

　
不
安
朝
か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
干
家
琵
琶
と
い
ふ
新
し
い
音
樂

の
形
が
生
れ
る
。
ま
た
室
町
時
代

に
な
る
と
、
謡
曲
と
い
ふ
新
し

い
書
樂
の
形
が
生
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
音
樂
は
、
今
殘
2

し
ゐ
る
歌
態
で
は
、
性
質
、が
非
常
に
よ
く
似

て
ゐ
る
。
ど
ち
ら
も

一
種
の
ラ
ブ



ソ
デ
イ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
畢
家
物
語
は
文
句
の
性
質
上
會
話
が
少
な
い
か
ら
、
こ
わ
い
ろ
を
使
ふ
と
こ
ろ

が
な
い
。
た
Ψ
文
句
を
朗
讀

す
る
か
、
メ
ロ
デ
ィ
で
唄
ふ
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
謡
曲
は
文
句
の
中
に
|澤
《

㍉
》山
の
會
話
が
あ
る
。
そ
れ
で
義
太
夫
ほ
ど
ひ
ど
く
は
な
い
が
、

甚
だ
僅
か
な
が
ら
の
こ
わ
い
ろ
を
含
ん
で
居
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
こ
の
二

つ
は
節
が
短
か
く
て
テ
ン
ポ
が
速
い
。

一
語
と

一
語

の
關
係

は
言
葉
と
し
て
成
立
す
る
。
よ
く
注
意
し
て
ゐ
れ
ば
演
奏
か
ら
で
も
文
句
の
意
味
は
大
體
聞
き
と
ら
れ
る
。

こ
の
點
で
、
前
の
時
代

の
雅

樂
と
は
非
常
な
差
違
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
比
べ
る
に
も
比
べ
ら
れ
な
い
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
こ
の
當
時

の
藝

術
の
様
式
の
變
化
の
中
郭丶

テ
キ
ス
ト
の
文
句
を
基
礎
に
し
て
、
干
家
琵
琶
や
謡
曲
を
雅
樂
と
比
較
し
て
み
る

こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
よ
し
雅
樂
で
も
紳
樂
の
や
う
に
三
十

一
文
字

の
和
歌
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
も
の
が
あ

つ
て
も
、
そ
れ
を
挙
家
琵
琶

や
謡
曲

の
中

の
和
歌

の
節

に
比
べ
て
み
て
も
、
あ
ま
り
節
が
違
ひ
過
ぎ
て
ゐ
て
本
嘗
に
比
べ
る
こ
と
は
出
來

な
い
。
そ
れ
で
こ
の
時
代
の

事
は
、
今
私
共
は
問
題

に
せ
す

に
お
く
。
問
題
は
そ
れ
か
ら
後

の
事
で
あ
る
。

　

脚一
ホ
ン
の
文
學
が
五
七
調
か
ら
七
五
調

に
な
る
と
.
あ
と
數
百
年
ゐ
聞
そ
れ
に
多
く
の
變
化
は
な
い
。
今

日
で
も
詩

の
リ

議
ト
ム
ス
は

大
抵
七
五
調
で
あ
る
。
徳
川
時
代

の
普
樂
は
大
抵
聲
樂
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
ぼ
と
ん
ど
み
な
七
五
調
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
七

五
調
と
い
ふ
事

に
つ
い
て
は
、
平
家
琵
琶
も
、
謡
曲
も
、
三
味
線
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
條
件
に
置
か
れ
て
居
る
。
そ
し
て
音
樂

の
様
子
も
、

不
家
琵
琶
も
謠
曲
も
、
三
昧
線
唄
も
、
比
べ
て
み
て
比
べ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
く
ら
ゐ
似
て
ゐ
る
。
そ
れ

に
こ
の
徳
川
期
以
前
の
音
樂

'

rと
、
徳
川
時
代
と
で
は
形
の
上
で
或
る
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

　

こ
の
相
違
の

一
番
大
き
な
も
の
は
、
七
五
調
を
唄
ふ
メ
ロ
デ
ィ
の
大
體
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
謡
曲
と
雫
家
琵
琶
と
は
非
常

に
よ
く
似

て
居
る
。
そ
れ
が
同
じ
七
五
調
で
あ
り
な
が
ら
三
昧
線
は
そ
れ
と
よ
ほ
ど
違
つ
て
ゐ
る
。
罕
家
琵
琶
は
今

一
般
に
聞
か
れ
な
い
か
ら
謠
曲



を
例
に
と
る
。
さ
う
す
る
と
謡
曲
の
方
で
は
い
ろ
い
ろ
の
節
は
あ
る
が
、

一
般
的
に
言

へ
ば
、
七
五
調
十
二
字
の
中
で
、
そ
の
前

の
七
字

は
大
體
で
同
じ
や
う
な
高
さ
で
唄
は
れ
る
も
の
が
多

い
。
ま
た
節

に
よ
つ
て
は
あ
と
の
五
字
も
前

の
七
字
と
あ
ま
り
違
は
な
い
高
さ
で
唄

は
れ
て
、
た
穿
最
後
の

ヅ
、
二
字
に
な
つ
て
、
急

に
聲
が
四
度
或
は
五
度
で
落
ち
る
事
が
多

い
。
つ
ま
り
節

は
初
め
に
出
た
音
の
高
さ
で

一
直
線
に
水
李
に
進
行
す
る
。
そ
し
て
最
後

の

一
、
一
一字
に
な

つ
て
急
に
落
ち
る
と
い
ふ
の
は
謠
曲
の
節
ゐ

大
體
の
傾
向
の
や
う
に
見
え

る
。
こ
の
事
は
今
殘
つ

て
ゐ
る
平
家
物
語
に
つ
い
て
も
大
體
さ
う
言
は
れ
る
。
つ
ま
り
徳
川
以
前

の
專
門
的
な
聲
樂
で
は
節
は
或
る
昔
の

高
さ
を
七
五
調
の
文
句

の
大
部
分
に

一
本
調
子
に
引
つ
ぱ
つ
て
ゆ
く
形
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
高
さ
に
聲
を

一
本
調

子
に
引
つ
ぱ
る
と
し
て
も
、
節

の
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
音
の
上
下
に
出
入
は
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
上
り
下
の
し
た
聲
は

、
中
心
に

な
つ
て
ゐ
る

一
つ
の
聲
か
ら
さ
う
遠
く
離
れ
た
も
の
で
な

い
。
今

の
謡
曲
や
畢
家
琵
琶
が
室
町
時
代
や
鎌
倉
時
代
か
ら
は
よ
ほ
ど
絲
螽
姪
し

て
來
た
も
の
に
し
て
も
、
ま
つ
大
體

こ
れ
が
徳
川
以
訪

の
聲
樂

の
樣
子
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
も
の
が
何
百
年
と
い
ふ
聞
つ
虻
い
て
來
た
。

　
そ
れ
が
徳
川
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
形
に

一
つ
の
攣
花

が
來
た
。
徳
川
時
代
の
三
味
線
の
節
は
、
こ
の
謡
曲
の
や
う
に
は
ゆ
か
な
い
。

或

る

一
つ
の
聲
を
中
心
に
し
て
、
節
が

一
本
調
子
に
水
畢
に
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
些
な
く
な

つ
た
.。
そ
の
節
の

一
般

の
形
を
い

へ
ば
、
節
は
ま
つ
初
め
に
聲
を
或
る
最
高
點
ま
で
持
ち
上
げ
て
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
音
程
を
使
ひ
な
が
ら
、
だ
ん
だ
ん

下
げ
て
ゆ
く
事
で
あ
る
。
そ
の
初
め
に
聲
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
だ
ん
だ
ん
下
げ

て
ゆ
く
に
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
、
い
ろ
い

ろ
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
が
あ

つ
て
、
決
し
て

一
つ
や
二
つ
の
型

に
ま
と
め
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も

一
般
の
節
の
形

を
だ
ら
だ
ら
下
の
の
節
ゐ

型
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
る
と
思
ふ
。
こ
の
こ
と
は
澤
山

の
例
を
あ
げ
な
く
て
は
觀

念
が
明
瞭
に
な
ら
な
い
か
も

知
れ
な
い
が
、
今
そ
の
餘
裕
が
な
い
か
ら
、
そ
の
大
軆
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
だ
け
に
し
て
お
く
.、



　
私
が
徳
川
時
代
の
普
樂
に
つ
い
て
問
題
だ
と
言
つ
た
の
は
こ
の
點
で
あ
る
。
つ
ま
リ
テ
キ
ス
ト
の
文
句

の
方
で
は
、
七
五
調
と
い
ふ
こ

と
に
は
多
く
の
變
り
が
な
い
の
に
、
そ
れ
を
唄
ふ
節

の
方
で
は
、
そ
の
型
に
ど
う
し
て
こ
の
や
う
な
變
化
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
節

の
大
體
の
形
を
と
つ
て
み
た
だ
け
で
も
こ
の
や
う
な
大
き
な
變
化
が
あ
る
。
そ
の
外
に
そ

の
節

に
使
は
れ
て
ゐ
る
晋
程
な
ど
を
考

へ
る
と
、

そ

の
間

の
こ
の
變
邁
は
ま
だ
ま
だ
大
き
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
や
う
な
大
き
な
變
化
が
ど
う
し
て
出
來
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

脅
樂
史
上
の

一
問
題
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
こ
れ
を
解
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
容
易
で
は
な

い
。
或
は
そ
れ
は
解
く
こ
と
の
出
來
な

い
問
題
か
も
知
れ
な

い
。
或
は
北
極
星
は
何
故
北

に
あ
る
か
と
い
ふ
や
う
な
問
題
で
、
そ
れ
は
北
に
あ
る
か
ら
北

に
あ
る
、
さ
う
變
遯
し
た
か
ら
變
遷
し
た
と
い
ふ
よ
り
外

に
意
昧

の
な
い

問
題
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
も
う

一
歩

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

　
謡
曲
に
し
て
も
、
或
は
罕
家
物
語
に
し
て
も
、
ま
た
徳
川
期

の
三
味
線
唄
に
し
て
も
、
こ
の
や
う
な

鵡
ホ

ン
の
聲
樂
は
、
そ
の
テ
キ
ス

ト
を
讀
む
時
の
讀
み
方
の
節
ー
ー

シ
ュ
プ
ラ
ッ
ハ
・
メ

ロ
デ
イ
ー
ー
-が
そ
の
節
の
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
今
七
五
調
の
文

句
を
た
穿
何
の
節
も
な
く
、
た
穿
す
ら
す
ら
と
讀
む
と
す
れ
ば
、
七
五
調
十
二
字
を
四
行
に
し
た
今
様
の
支
句
な
ら
ば
、
大
體
七
秒
以
内

で
讀
ま
れ
る
。
、一
行
を
讀
む
の
に
二
秒
以
内
で
よ
ま
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
三
十

一
文
字

の
歌

で
あ
る
な
ら
ば
、
四
秒
牛
か
五
秒
で
讀
ま
れ

る
。
こ
の
く
ら
ゐ
の
短
か

い
時
聞
で
讀
ん
だ
時
で
も
、
も
し
聲
を
出
し
て
よ
め
ば
、
そ

の
聲

に
は
節
が
つ
く
。

つ
ま
り

一
語

一
語
を
發
音

す
る
聲
の
振
動
數
に
變
化
が
あ
る
。
す
で
に
そ

の
歌
態

で
私
共
は
シ

鵡
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ
μ
デ
イ
と
い
ふ
事
を
十
分
考

へ
て
み
る
こ
と
が
出

來
る
。

　
も
し
朗
讀
す
る
時
聞
を
だ
ん
だ
ん
長
く
し
て
ゆ
け
ば
、
聲

の
節
は
だ
ん
だ
ん
明
瞭
に
な
つ
て
來
る
。
或
る

一
つ
の
聲
を
長
く
引
つ
ば
る



か
ら
、
私
共
の
耳
に
は
そ
の
習
が
晋
樂
的
な
晋
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
來
る
。
そ
し
て
全
體
は
書
樂

の
性
質
を

お
び
て
來
る
。
前

に
七
秒
ぐ

ら
ゐ
で
よ
ん
だ
今
様

の
文
句
を
十
五
秒
か

ゝ
つ
て
よ
む
と
す
れ
ば
、
そ
の

一
語

一
語
が
二
倍
の
長
さ
に
は
な
ら
な
い
が
、
或
る
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
の
晋
が
二
、
三
倍
の
長
さ
に
引
き
の
ば
さ
れ
、
そ
の
晋
の
高
さ
が
明
瞭
に
な
つ
て
來
る
。
そ
し
て
次
に
來

る
そ
の
や
う
な
長
い
晋
と

の
闇

に
、
或
る
程
度

の
晋
樂
的
な
晋
程
の
觀
念
が
成
立
す
る
。
三
十

一
交
字
の
歌
で
あ
れ
ば
、
十
二
秒
、
或

は
十
五
秒
く
ら
ゐ
に
延
長
す

れ
ば
、
か
な
り
節
を
唄
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
じ
が
起
る
。
こ
の
や
う
な
も
の
も
や
は
り
シ
議
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ

ロ
デ
ィ
の
中
に
入
れ
て
も
よ

か
ら
う
と
思
ふ
。

　
前
に
さ
ら
さ
ら
と
朗
讀
し
た
時
の
晋
程
と
、
そ
の
倍
の
時
闇
を
か
け
て
朗
讀
し
た
時
の
音
程
を
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
二
つ
は
必
す
し

も

一
致
す
る
と
は
言
は
れ
な
い
。
し
か
し
大
體
似
た
も
の
で
あ
る
。
初
め
に
さ
ら
さ
ら
と
よ
ん
だ
時

の
晋
程
が
、
相
常
整
理
さ
れ
て
、
そ

の
長
さ
を
何
倍
か
に
引
つ
ば
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
こ
れ
は
今
遖
確
な
例
を
あ
げ
な
げ
れ
ば
、
敍
述
は
非
常
に
瞹
眛
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
敍
述
す
る
こ
と
は
ま
た
非
常

に
め
ん
だ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
五
線
紙

の
上
に
譜
を
書
く
や
う
な
事
で
ぱ
聞
に
合
は
な
い
。
聲

一
つ

一
つ
の
振
動
數
と
、
そ
の
振
動
數
の
つ
璽
く
時
間
を

測
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
や
う
な
事
の
結
果
は
こ
ゝ
で
ぱ
述
べ
て
ゐ
ら
れ
な

い
か
ら
、
今
私
は
そ
の
極
め
て
大
體
の
事
だ
け
を

話
す
に
す
ぎ
な

い
。

　
次
に
そ
の
讀
み
方
を
も
う
少
し
お
そ
く
し
て
み
る
。
十
五
秒
で
讀
ん
だ
今
樣

の
形
を
、
も
う
.三
倍
だ
け
時
間
を
お
そ
く
し
て
み
る
。
今

樣
の
テ
キ
ス
ト
を
ざ
つ
と
四
十
五
秒
か

ゝ
つ
て
よ
む
と
す
る
。
さ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
杢
く
唄

の
形

に
な
る
。

一
つ

一
つ
の
晋
は
、
三
倍

に
は
な
ら
な
い
が
、
或
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
音
は
四
、
五
倍
に
な

つ
て
、
そ
れ
は
明
瞭
に
音
の
高
さ
と
い
ふ
觀
念
を
與

へ
る
し
、
ま
た
次



の
長
い
音
と
の
間
に
音
程
と
い
ふ
觀
念
を
與

へ
る
。
こ
の
状
態
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
私
共
は
五
線
紙
に
譜
と
し
て
か
く
事
が
出
來
る
。

　
短
歌
は
こ
の
や
う
な
形
で
は
あ
ま
り
唄
は
れ
な

い
が
、
そ
れ
に
代
る
も
の
は

『
ど
ど
い
つ
』
の
や
う
な
も

の
で
あ
る
。
七

。
七

。
七

。

五
の

『
ど
ど
い
つ
』

の
テ
キ
ス
ト
を
、
た
穿
さ
ら
さ
ら
と
よ
め
ば
、
五
秒
以
内
で
よ
ま
れ
る
。
そ
れ
を
人
々
に
よ
つ
ザ、鳩相
違
は
あ
る
が
、

四
倍
或
は
五
倍
に
引
き
の
ば
せ
ば
、　
　

つ
ま
り
そ
の
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
二
十
秒
か
ら
二
十
五
秒
の
聞
で
朗
讀
す
れ
ば
、
そ
れ
は

一
つ
の

唄
の
形
に
な
る
。

　
こ
の
や
う
な
場
合
に
シ

隅
プ
ラ
ッ
ハ
・
メ
ロ
デ
ィ
と
唄
は
れ
た
メ

ロ
デ
ィ
と
の
い
ろ
い
ろ
の
關
係
を
詳
し
く
調
べ
ザ、
み
る
と
、
こ
の
二

つ
の
も
の
が
完
全
に

一
致
す
る
と
は
言
は
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
聞
に
は
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま

の
現
象
が
か

ら
ま
つ
て
ゐ
て
、
簡
單
に

結
論
は
つ
け
ら
れ
な

い
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
聞
に
密
接

の
關
係
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
斷
霄
出
来
る
。.
廼〕
の
こ
つ
は
、
わ
そ
ら
く

一
つ
が
他

の
一
つ
の
母
體

の
や
う
な
も
の
で
は
な

い
か
と
思
は
れ
る
。
つ
ま
り
三
味
線
の
節

の
起
原
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
交
句
を
ゆ
つ
く

り
朗
讀
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
ぱ
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
今
殘
つ

て
ゐ
る
挙
安
朝
の
音
樂
、
催
馬
樂
や
朗
詠
と
は
よ
ほ
ど
そ
の
趣
を
異
に
す
る
。
今
催
馬
樂
や
朗
詠
が
唄
は
れ
る
時

間
ま
で
、
朗
讃

の
時
聞
を
お
そ
く
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
れ
は
全
然
性
質

の
違
つ
た
も

の
で
あ
る
。
や
は
り

一
種

の
純
粹
な
晋
樂
と

し
て
の
節
で
、
そ
の
節
を
朗
讀
す
.る
時

の
歌
態
と
は
ど
ん
癒
關
係
も
求
め
ら
れ
な

い
嶮
こ
れ
が
こ
の
二
つ
の
書
樂
の
聞
の
著
し
い
相
違
で

あ
る
。

　
謡
曲
は
こ
の
點
で
も
ち
ろ
ん
三
昧
線

の
方
に
似
る
。
あ
れ
を
今
私
共
が
三
味
線
で
考

へ
た
や
う
に
、
朗
讀

か
ら
の
延
長
と
し
て
み
ずし
も
、

別
に
大
き
な
不
都
合
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
の
み
な
ら
す
そ
の
晋
樂
の
様
子
か
ら
、
い
か
に
も
そ
れ
が
朗
讀
の

一
變
形
の
や
う
に
見



え
る
。
三
昧
線
唄
よ
り
も
、
も
う
少
し
朗
讀

に
近

い
も

の
の
や
う
に
さ

へ
も
見
え
る
。
そ
れ
で
今
私
の
問
題

は
も
少
し
解
釋

の
し
に
く
い

も

の
に
な
つ
て
來

る
。

　
同
じ
七
五
調
を
朗
讀
す
る
こ
と
か
ら
出
發
し
た
節
で
、
し
か
も
そ
の
節

の
形
が
前
に
述
べ
た
や
う
に
違
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
こ

れ
に
封
し
て

一
番
遖
當
な
假
定
は
鎌
倉
或
ぱ
宀至
町
時
代
の
テ
キ
ス
ト
の
讀
み
方
が
、
徳
川
時
代

の
讀
み
方
と
違

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
あ

る
。
も
し
そ
の
や
う
な
假
定
が
常
識
的
に
成
立
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
實
を
説
明
す
る
に

一
番
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う

な
偃
定
は
成
立
す
る
で
あ
ら
う
か
。

　

シ
蜘
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ
蠶
デ
イ
と
い
ふ
こ
と
は
、

凶圃
ホ
ン
語
に
雷
然

つ
い
て
來
る
も
の
で
、
別

に
或
る

一
人
の
人
の
創
案
で
も
な
け
れ
ば
、

人
の
仕
方
を
眞
似
を
し
て
超
來
る
も
の
で
も
な
い
.、
杢
く
言
葉
そ
の
も
の
と
鰐
じ
や
う
な
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
七
五
調

と
い
ふ
ニ
ホ

ン
語

の
詩

の
リ

ュ
ト
ム
ス
は
少
し
も
變
ら
な
い
の
に
、
そ
の
言
葉
に
極
め
て
自
然
に
つ
い
て
來

る
シ

畿
プ
ラ

ヅ
ハ
・
メ

ロ
デ

ィ
だ
け
が
時
代
に
よ
つ
て
變

つ
て
來
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
に
は
そ
こ
に
な
ん
と
な
く
不
自
然
な
も
の
が
あ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
同

じ

ニ
ホ
ン
語
の
同
じ
七
五
調
の
詩
の
句
に
、
そ
ん
な
に
い
ろ
鄭
ろ
の
シ
讖
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ
鷺
デ

イ
が
あ
つ
て
い
ゝ
も

の
だ
か
ど
う
か
、
そ

れ
は
大
き
な
學
問
上
の
聞
題
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
。

　
、李
安
朝

の
唄
も

の
は
言
葉

の
シ
ュ
プ
ラ
ッ
ハ
・
メ

ロ
デ
ィ
と
ぼ
と
ん
ど
關
係
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
論
外
と
す
る
と
し
て
も
、
と
も
か

く
そ
れ
は
當
時
の
貴
族
、
宮
廷
の
間
で
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
も
し
そ
れ
が
多
少
で
も
當
時
の
シ

ュ
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ
ロ
デ
ィ
を

反
映
し
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ぱ
當
時

の
貴
竢
階
級

の
シ

嵩
プ
ラ
ッ
ハ
・
メ
ロ
デ
ィ
を
反
映
し
て
ゐ
る
べ
き
は
す
で
あ
る
。
そ
れ
が
雫

家
狂些
琶
や
謡
曲
に
な
る
と
、
そ
の
行
は
れ
た
階
級
が
違

つ
て
來
る
。.
そ
れ
は
嘗
時
特

に
勃
興
し
た
武
士
階
級

の
も

の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ



が
そ
の
節

の
母
體
を
反
映
す
る
と
し

た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
當
然
、
當
時
の
武
士
…階
級
の
シ
ュ
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ
ロ
デ
ィ
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ

は
す
で
あ
る
。
そ
れ
が
徳
川
時
代
に
な
る
と
、
三
味
線
な
ど
は
主
に
町
人
の
階
級
に
流
行
し
た
も

の
で
あ
る
。
も
し
三
味
線
唄
が
、
そ
の

當
時
の

ニ
ホ
ン
語
の
シ
晶
プ
ラ
ッ
ハ
・
メ
ロ
デ
ィ
を
反
映
し
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
母
體
は
町
人
…階
級

の
ニ
ホ
ン
語
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
は
す
で
あ
る
。

　
さ
う
す
る
と
こ
ゝ
で
三

つ
の
階
級
の
ニ
ホ

ン
語
が
考

へ
ら
れ
る
。
早
安
朝
の
貴
族
階
級
と
、
鎌
倉
、
宀至
町
時
代
の
武
士
階
級
と
、
徳
川

時
代
の
町
人
…階
級
で
あ
る
。
も
し
節
の
母
體

に
な
る
シ
ュ
プ
ラ

ッ
ハ
・
メ

・
デ
イ
が
違
つ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
七
五
の
リ

ュ
ト

ム
ス
に
對
し
て
.
武
士
階
級
の
朗
讀

の
仕
方
と
、
町
人
階
級

の
朗
讀

の
仕
方
と
違
つ
て
ゐ
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ

ニ
ホ
ン
入

の

ユ
ホ
ン
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
や
う
な
麗
別
が
、
は
た
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。

　
こ
の
や
う
な
問
題
は
す
べ
て
想
像
よ
り
以
外
に
萬
る
こ
と
は
出
.來
な
い
。
朗
讀

の
方
法
や
言
葉
の
話
方
に

つ
い
て
は
、
私
共
は
今
日
の

私
共
の

ニ
ホ
ン
語
を
聞
く
事
が
出
來
る
だ
け
で
あ
る
。
昔
の
も
の
は
何

一
つ
保
存
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
私
共
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
杢
く
何
事

も
知
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

　

こ
の
問
題
は
た
黛
三
味
線

の
節
と
謠
曲
の
節
と
を
比
べ
て
、
そ
の
大
體
の
形
を
考

へ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
問
題
を

細
か
く
し
て
、
晋
程
と
か
、
リ

ュ
ト
ム
ス
と
か
、
ア
ク
チ

ェ
ン
ト
と
か
い
ふ
周
題
に
な
れ
ば
、
も
の
は
ま
す
ま
す
複
雜

に
な
つ
て
來
る
だ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
い
く
ら
問
題
は
複
雜
た
な

つ
て
も
、
そ
れ
を
研
究
す
る
材
料
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
對
し
て
何
と
も
剿
斷
…す
る
こ
と

は
出
來
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
徳
川
時
代
の
音
樂
に
つ
い
て
ま
つ
第

一
に
起
る
晋
樂
上
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
、



そ

の
や

う

に
困
難

で

あ

る
。

ほ

と

ん
ど

そ

の
解

決

の
み

ち
は

な

い

と
言

つ

て
も

い

ゝ
や

う

な

も

の
で

あ

る

。
徳

川

時

代

の
晋

樂

と

い

ふ
題

で
、

た

讐
文

學

に
現

は

れ

た

だ
け

の
事

を

敍

述

す

れ

ば
別

に
問

題

は
な

い
が

、

一
度

そ

の
事

の
眞

相

を

知

ら

う

と
思

へ
ば

、

そ

れ

に
は

こ

の
や
ケ

な

非

常

な

困

難

が
あ

る
。

　

　
高
ホ
ン
丈

の
シ

ュ
プ
ラ

ッ
ハ

・
メ

ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
の
細

か

い
こ
と
は
、
ま
た
別

の
機
會
で
…迺
べ
る
。
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