
上野正章　節の再編

は
じ
め
に

―
節
と
音
階
の
近
代

謡
曲
は
語
り
と
歌
か
ら
構
成
さ
れ
、
歌
に
は
強
吟
と
弱
吟
と
い
う
二
つ
の
謡
い
方
の

モ
ー
ド
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
音
組
織
を
持
つ
。
六
百
余
年
の
謡
曲
史
を
一
望

し
、
二
つ
の
吟
に
お
け
る
音
組
織
の
変
化
を
音
階
か
ら
解
明
し
、
大
成
し
た
の
が
横
道
万

里
雄
で
あ
る
。
文
献
研
究
に
基
づ
く
精
緻
な
仕
事
は
発
表
以
来
ほ
ぼ
定
説
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、音
階
と
い
う
視
座
か
ら
音
組
織
の
変
化
を
横
断
す
る
こ
と
は
や
や
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

過
去
の
謡
い
方
に
は
当
時
の
人
々
の
音
の
組
織
化
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。近
代
に
生
じ

た
と
さ
れ
る
弱
吟
の
音
階
の
変
化
を
過
去
の
録
音
を
頼
り
に
調
べ
る
と
、横
道
説
と
SP
レ

コ
ー
ド
に
残
さ
れ
た
謡
い
方
と
の
間
に
齟
齬
が
浮
か
び
上
が
る
。謡
曲
の
音
階
の
議
論
に

よ
る
な
ら
ば
弱
吟
音
階
は
明
治
期
に
次
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
さ
れ
る
（
呂
、
下
音
、
中

音
、
上
音
、
ク
リ
音
は
謡
曲
で
用
い
ら
れ
る
音
名
で
、
音
程
は
近
似
の
西
洋
音
楽
で
用
い

ら
れ
る
音
程
で
あ
る
）。

近
世

呂
―
完
全
四
度
―
下
音
―
完
全
四
度
―
中
音
―
完
全
四
度
―
上
音
―
長
三
度
―
ク
リ
音

現
代

呂
―
完
全
四
度
―
下
音
―
完
全
四
度
―
中
音
―
完
全
四
度
―
上
音
―
短
三
度
―
ク
リ
音（1）

上
音
と
ク
リ
音
の
音
程
が
半
音
せ
ま
く
な
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
が
、明
治
期
の
謡
曲

の
録
音
を
聴
く
と
ク
リ
音
の
音
程
の
処
理
は
様
々
で
あ
る
。横
道
説
の
通
り
の
謡
い
方
も

あ
れ
ば
、
一
つ
の
曲
に
お
い
て
あ
る
音
は
上
音
か
ら
長
三
度
、
あ
る
音
は
短
三
度
と
、
二

節
の
再
編
│
近
代
謡
曲
に
お
け
る
音
階
概
念
の
浸
透
に
つ
い
て

│
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謡
曲
の
音
組
織
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
す
る
。
六
百
余
年
の
謡
曲
の
音
組
織
を
精
査
し
、
弱
吟
と
強
吟
と
い
う
二
つ
の
モ
ー
ド
に
お
け
る
音
階
の

移
り
変
わ
り
に
着
目
し
て
、
総
合
的
な
見
解
を
打
ち
出
し
た
の
が
、
横
道
万
里
雄
で
あ
る
。
し
か
し
、
謡
曲
界
に
お
け
る
音
階
概
念
の
普
及
が
近
代

か
ら
始
ま
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
音
階
を
通
じ
て
謡
曲
の
音
組
織
を
一
望
す
る
試
み
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
、広
く
謡
曲
家
達
が
親
し
ん
で
い
た
節
概
念
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
は
近
代
の
弱
吟
音
階
に
お
け
る
ク
リ
音
の
変
化
に
着
目
し
、節

と
音
階
の
二
つ
の
方
向
か
ら
音
組
織
の
変
化
を
描
き
直
す
試
み
で
あ
る
。
明
治
期
は
現
在
と
弱
吟
音
階
が
異
な
り
、
ク
リ
音
が
半
音
高
い
と
さ
れ
て

き
た
説
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
家
元
、
銕
之
丞
家
、
梅
若
家
と
い
う
謡
曲
名
家
に
よ
る
黎
明
期
の
録
音
を
調
査
し
、
あ
る
謡
曲
家
は
半
音
高
い
ク
リ
音
で
謡
い
、
あ
る
謡

曲
家
の
謡
は
音
階
で
は
な
く
節
を
意
識
し
た
謡
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
次
い
で
、
直
し
入
り
謡
本
や
独
習
書
の
出
版
を
推
進
し
た
丸
岡
桂

に
よ
る
音
階
概
念
の
普
及
を
論
じ
る
。
謡
曲
を
理
論
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
推
奨
し
た
丸
岡
は
、穏
当
な
音
階
概
念
の
導
入
を
試
み
た
。
最
後
に
、観

世
左
近
（
二
四
世
）
に
よ
る
節
の
統
一
を
論
じ
る
。
音
階
概
念
を
謡
曲
に
基
礎
づ
け
る
試
み
で
、
彼
は
ク
リ
音
の
音
程
を
正
確
に
定
め
た
。

結
論
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
音
組
織
の
変
化
は
、
節
概
念
の
再
編
と
音
階
概
念
の
浸
透
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
日
本
近
代
音
楽
史
、
謡
本
、
能
楽
、
記
譜
法
、
観
世
流
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種
類
の
ク
リ
音
が
混
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。
完
全
四
度（2）
、あ
る
い
は
完
全
五
度
の
高
さ
を

耳
に
す
る
こ
と
も
あ
る（3）
。

確
か
に
明
治
期
の
録
音
に
お
い
て
上
音
か
ら
長
三
度
上
に
謡
わ
れ
る
ク
リ
音
は
多
い
。

最
高
音
に
注
目
し
、一
度
で
も
上
音
か
ら
長
三
度
の
音
程
が
出
現
す
れ
ば
ク
リ
音
の
音
程

は
上
音
の
長
三
度
と
定
め
る
な
ら
ば
、多
く
の
ケ
ー
ス
は
横
道
説
に
当
て
は
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、上
音
か
ら
短
三
度
の
音
程
も
少
な
く
な
い
。
誤
っ
て
上
音
か

ら
短
三
度
で
謡
わ
れ
た
可
能
性
は

―
初
期
に
録
音
を
残
し
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
名

だ
た
る
謡
曲
家
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と

―
ほ
と
ん
ど
な
い
。上
音
か
ら
短
三

度
上
の
ク
リ
音
を
切
り
捨
て
て
議
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
、拙
速
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。上

音
か
ら
完
全
五
度
上
に
響
く
ク
リ
音
な
ら
ば
、例
外
と
位
置
づ
け
て
も
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
甲
グ
リ
と
称
さ
れ
る
完
全
五
度
上
に
響
く
ク
リ
音
は
飛
び
ぬ
け
て
高
い
。

特
に
差
し
障
り
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
方
、ク
リ
音
の
出
現
に
必
ず
伴
う
上
音
か
ら

ク
リ
音
へ
の
上
昇
と
い
う
ク
リ
節
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、ど
ん
な
音
高
の
ク
リ
音
で
も
ク

リ
節
に
お
け
る
到
達
点
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。音
の
運
動
に
注
目
す
れ
ば
一
般
化
へ

の
道
筋
が
つ
く
。
再
考
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、む
し
ろ
西
洋
音
楽
に
お
け
る
音
階
概
念
に

準
え
て
謡
曲
の
音
組
織
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
眼
差
し
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
わ
ず
か
と
は
い
え
近
世
謡
曲
界
で
も
独
自
の
音
階
研
究
の
試
み
は
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
早
く
も
一
八
世
紀
に
『
そ
な
へ
は
た
』（4）は
十
段
音
法
を
提
唱
し
た
。
謡
曲
の
音

組
織
を
分
析
し
、
構
成
音
を
抽
出
し
、
高
低
順
に
並
べ
て
音
階
を
定
め
る
の
み
な
ら
ず
、

定
め
ら
れ
た
一
〇
音
を
陰
陽
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
力
学
関
係
を
考
察
す
る
旋
法
研
究
に

も
踏
み
込
む
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
論
は
秘
匿
さ
れ
、
口
伝
あ
る
い
は
伝
書

と
し
て
特
定
の
家
で
伝
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。広
く
一
般
の
謡
曲
家
に
音
階
概
念

が
普
及
す
る
の
は
、
明
治
期
末
に
出
版
さ
れ
た
丸
岡
桂
に
よ
る
『
観
世
流
改
訂
謡
本
別

巻
』〔
丸
岡
桂　

一
九
一
〇
〕
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

逆
に
近
世
謡
曲
界
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
き
た
の
が
節
の
研
究
で
あ
る
。三
浦
庾
妥

が
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
著
し
た
『
音
曲
玉
淵
集
』
や
田
思
明
が
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
に
著
し
た
『
唱
曲
弁
疑
』
と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ
た
謡
曲
書
に
は
、
節
付

け
記
号
一
覧
が
あ
り
、
問
題
の
ク
リ
節
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
唱
曲
弁
疑
』

で
は
ク
リ
節
を
「
く
り
あ
ぐ
る
也
、
く
る
と
は
る
は
二
字
の
曲
と
言
、
ま
へ
の
文
字
を
ふ

ん
ば
つ
て
く
る
べ
し
」〔
田　

一
九
一
一
：
六
〕
と
説
明
す
る
。「
く
り
あ
ぐ
る
」
か
ら
上

昇
が
示
さ
れ
、「
二
字
の
曲
」
か
ら
二
音
か
ら
構
成
さ
れ
る
節
が
判
明
し
、「
ふ
ん
ば
っ
て

く
る
べ
し
」﹇
踏
ん
張
っ
て
﹈
か
ら
、
足
に
力
を
入
れ
て
十
分
に
力
を
溜
め
、
エ
イ
と
力

を
込
め
て
節
を
動
か
す
よ
う
な
流
れ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。刻
印
さ
れ
て
い

る
の
は
、
音
節
の
運
動
を
方
向
と
力
の
大
き
さ
か
ら
記
述
す
る
臨
床
的
な
眼
差
し
で
あ

り
、
音
階
研
究
を
支
え
る
楽
曲
解
剖
的
な
眼
差
し
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
。

近
代
に
生
じ
た
謡
曲
の
音
組
織
の
変
化
は
、
音
階
が
変
化
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
音
組

織
を
捉
え
る
眼
差
し
が
変
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。時
代
の
変
わ
り
目
に
お
け
る

謡
曲
の
音
組
織
の
研
究
に
は
、音
階
に
加
え
て
過
去
の
謡
曲
家
が
表
現
の
拠
り
所
と
し
た

節
廻
し
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
節
は
多
義
的
な
言
葉
で
あ
る
。
音
曲
用
語
に
限
っ
て
も
、
適
用
範
囲
は
広

い
。「
木
曽
節
」
の
よ
う
に
、
曲
全
体
を
指
す
こ
と
も
あ
り
、
謡
曲
に
お
け
る
「
詞
と
節
」

の
よ
う
に
、
節
付
け
さ
れ
た
詞
章
全
般
を
指
す
こ
と
も
あ
り
、「
ユ
リ
」、「
ク
リ
節
」
の

よ
う
に
、歌
謡
の
音
組
織
に
お
け
る
最
小
単
位
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。
議
論
を
十
分
に
展

開
す
る
に
は
こ
れ
ら
の
関
係
に
お
い
て
節
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、容

易
い
仕
事
で
は
な
い（5）
。
本
論
の
議
論
は
も
っ
ぱ
ら
ク
リ
節
に
終
始
す
る
の
で
、十
分
と
は

言
え
な
い
が
、三
番
目
の
節
の
理
解
に
注
目
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
近
代

初
期
に
変
化
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
弱
吟
音
階
の
ク
リ
音
の
変
化
に
着
目
し
、節
と
音
階
の

二
つ
の
方
向
か
ら
音
組
織
と
謡
曲
家
の
受
け
止
め
方
の
変
化
を
描
き
直
す
こ
と
を
試
み

る
。近

代
日
本
の
謡
曲
界
に
お
け
る
音
階
概
念
の
普
及
は
、明
治
期
末
か
ら
大
正
期
に
か
け

て
生
じ
た
、観
世
流
か
ら
始
ま
っ
た
二
つ
の
契
機
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
丸
岡

桂
に
よ
る
『
観
世
流
改
訂
謡
本
』
の
出
版
と
、観
世
左
近
（
二
四
世
）
に
よ
る
「
節
の
統

一
」
で
あ
る（6）
。
前
者
は
謡
本
の
改
革
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、同
時
に
試
み
ら
れ
た
の
は
印
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刷
物
を
通
じ
た
総
合
的
な
謡
曲
知
識
の
普
及
で
あ
っ
た
。丸
岡
の
影
響
を
受
け
た
謡
曲
出

版
物
も
含
め
て
、
書
物
を
通
じ
て
広
く
音
階
が
概
説
さ
れ
、
音
階
に
つ
い
て
の
知
識
も
広

ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。後
者
は
地
域
や
家
に
よ
っ
て
様
々
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

節
付
け
を
観
世
流
家
元
、
観
世
左
近
（
二
四
世
）
が
統
一
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
基

準
と
な
っ
た
の
は
家
元
の
提
唱
す
る
謡
い
方
で
あ
っ
た
。
家
元
は
音
階
概
念
を
重
視
し
、

こ
れ
を
出
版
物
や
レ
コ
ー
ド
、
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
広
く
流
派
に
広
め
て
い
っ
た
。

観
世
流
の
動
向
を
中
心
に
、
ク
リ
音
の
謡
い
方
と
音
階
概
念
に
焦
点
を
当
て
、
ま
ず
、

明
治
期
末
の
状
況
を
初
期
の
謡
曲
録
音
と
謡
曲
家
の
文
章
か
ら
解
明
し
、次
い
で
丸
岡
桂

と
彼
に
影
響
を
受
け
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
ク
リ
音
の
謡
い
方
と
音
階
概
念
を
広
め
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、最
後
に
観
世
左
近
（
二
四
世
）
に
よ
る
節
の
統
一
を

精
査
す
る
。

一　

明
治
後
期
の
ク
リ
節
、
ク
リ
音
の
謡
い
方

初
世
梅
万
三
郎
（
明
治
元
年
（
一
八
六
九
）
〜
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
））、観
世
銕

之
丞
（
七
世
）（
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
〜
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
））
及
び
観

世
清
廉（
観
世
左
近（
二
三
世
））（
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）〜
明
治
四
四
年（
一
九
一
一
））

の
録
音
を
通
じ
て
、彼
ら
の
謡
い
方
を
検
証
す
る
作
業
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。
彼
ら
三

人
に
注
目
し
た
の
は
、
規
範
性
に
よ
る
。

大
正
期
以
降
、当
時
の
観
世
流
家
元
で
あ
る
観
世
左
近
（
二
四
世
）
は
流
派
の
統
率
に

尽
力
し
た
。
制
度
を
改
革
し
て
組
織
の
強
化
に
努
め
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、謡
い

方
の
統
一
も
積
極
的
に
推
進
し
た
。
家
元
自
ら
伝
書
や
文
献
を
研
究
し
、指
導
を
通
じ
て

「
正
し
い
」
謡
い
方
を
定
め
、
出
版
物
や
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
を
使
用
し
て
広
く
日
本
中

に
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
に
、「
正
し
い
」
謡
い
方
を
書
き
記
し
た
決
定
版
と
し

て
出
版
さ
れ
た
の
が
大
成
版
謡
本
で
あ
る
。家
元
の
謡
い
方
と
観
世
流
名
家
の
謡
い
方
と

を
す
り
合
わ
し
て
節
付
け
が
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が

先
に
言
及
し
た
梅
若
家
の
初
世
万
三
郎
と
銕
之
丞
家
の
銕
之
丞
（
七
世
）
で
あ
っ
た
。

　

私
﹇
初
世
万
三
郎
﹈
は
亡
父
が
直
し
を
い
れ
ま
し
た
横
綴
の
も
の
を
持
つ
て
行
き

ま
し
た
。
こ
れ
と
宗
家
﹇
観
世
左
近
（
二
四
世
）﹈
の
と
西
町
﹇
銕
之
丞
（
七
世
）﹈

さ
ん
の
と
三
つ
を
較
べ
て
み
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
そ
こ
は
私
の
方
は
か
う
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
ど
う
で
す
」

「
い
や
そ
の
方
が
い
ゝ
で
す
ね
」

と
か

「
高
輪
（
初
世
万
三
郎
）
さ
ん
の
方
が
面
白
い
ね
。
西
町
さ
ん
、
さ
う
し
た
ら
ど
う

で
。」

と
い
ふ
風
に
し
て
、
内
の
一
か
ら
始
ま
つ
て
段
々
と
進
め
て
参
り
ま
し
た
〔
梅
若　

一
九
四
六
：
二
〇
六
〕。

後
年
、
初
世
万
三
郎
が
『
万
三
郎
芸
談
』
で
打
ち
明
け
た
編
集
風
景
だ
が
、
三
家
が
対

等
に
議
論
し
て
記
譜
が
決
定
さ
れ
る
さ
ま
が
生
々
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。合
議
に
よ
る

決
定
は

―
免
状
問
題
に
か
か
わ
る
政
治
的
判
断
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
が

―
観
世
左
近
（
二
四
世
）
が
節
の
統
一
を
提
唱
す
る
以
前
に
は
、家
元
は
も
ち
ろ
ん
梅

若
家
や
銕
之
丞
家
の
謡
い
方
も
流
派
の
規
範
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
古
い
録
音
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
明
治
期
に

許
容
さ
れ
て
い
た
流
派
の
謡
い
方
が
判
明
す
る
。

当
時
日
本
中
に
は
多
く
の
地
域
で
様
々
な
謡
い
方
が
行
わ
れ
て
い
て
、こ
れ
ら
を
含
め

て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。た
と
え
ば
、「
ク

リ
と
い
ふ
と
、
無
暗
に
高
く
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
が
」〔
三

宅　

一
九
四
八
：
四
四
〕
と
は
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
に
出
版
さ
れ
た
『
謡
の
節　

増
補
図
解
入 

理
論
と
活
用　

改
訂
再
版
』
に
お
け
る
三
宅
の
所
見
で
あ
る
。
確
か
に
一

理
あ
る
が
、過
去
の
SP
レ
コ
ー
ド
に
基
づ
く
研
究
は
近
年
着
手
さ
れ
た
ば
か
り
の
領
域
で

あ
り
、
成
果
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る（7）
。
本
論
で
は
議
論
の
第
一
歩
と
し
て
、
観

世
左
近
（
二
四
世
）
が
昭
和
前
期
の
段
階
で
、観
世
流
の
正
し
い
謡
い
方
と
み
な
し
た
範
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囲
に
限
定
し
て
、
議
論
を
進
め
た
い
。

ま
た
、
録
音
は
過
去
の
あ
る
謡
い
方
を
保
存
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
で
謡
曲
家
や

家
の
謡
い
方
を
代
表
さ
せ
て
も
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
方
も
検
討
に
値
す
る

意
見
で
あ
る
。
実
際
、
も
っ
と
も
な
見
解
だ
が
、
黎
明
期
の
録
音
は
非
常
に
少
な
い
。
問

題
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、他
方
で
残
さ
れ
た
録
音
か
ら
検
討
す
る
外
に
方
法

は
な
い
。
も
っ
と
も
、
取
り
扱
う
予
定
の
録
音
は
卓
越
し
た
謡
曲
家
に
よ
る
の
で
、
あ
る

一
つ
の
演
奏
の
在
り
方
を
記
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
そ
う
だ
が
、技
術
的
に
意
に

反
し
た
録
音
が
残
さ
れ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
き
、
各
家
が
共
通
し
て
吹
き
込
ん
で
い
る
個
所
、
ク
リ
音
が
頻
出

す
る
部
分
と
い
う
条
件
で
ふ
る
い
分
け
し
て
残
っ
た
の
が
、「
羽
衣
」
の
キ
リ
で
あ
る
。

ま
た
、
な
る
べ
く
古
い
録
音
と
い
う
条
件
で
さ
ら
に
選
択
を
加
え
た
結
果
が
、
初
世
万
次

郎
、
銕
之
丞
（
七
世
）、
清
廉
と
い
う
謡
曲
家
達
の
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
初
世
万
三
郎

の
録
音
は
英
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
社
の
出
張
録
音
に
残
さ
れ
て
い
る
明
治
三
六
年

（
一
九
〇
三
）
の
録
音
で
、
録
音
技
師
は
フ
レ
ッ
ド
・
ガ
イ
ス
バ
ー
グ
、
平
成
一
三
年

（
二
〇
〇
一
）
に
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
全
集
日
本
吹
込
み
事
始
』
に
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
て
復
刻
さ
れ
て
い
る（8）
。
清
廉
は
、
米
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
の
明
治
三
八
年

（
一
九
〇
五
）
の
出
張
録
音
が
あ
り
、
近
年
雑
誌
『
花
も
よ
』
第
二
六
号
の
付
録
と
し
て

添
付
さ
れ
た（9）
。
銕
之
丞
（
七
世
）
の
録
音
は
、能
楽
名
盤
会
に
よ
る
SP
復
刻
に
見
出
さ
れ

る
。
近
年
檜
書
店
が
デ
ジ
タ
ル
化
し
、

CD
を
発
売
し
た
〔
観
世
銕
之
丞　

出
版
年
不
明
〕。

な
お
、
銕
之
丞
（
七
世
）
に
関
し
て
は
録
音
デ
ー
タ
の
詳
細
が
不
明
で
調
査
中
で
あ
る
。

レ
コ
ー
ド
盤
に
も
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
も
情
報
が
無
く
、
七
世
と
い
う
判
断
は
、
京
都
芸
術
大

学
の
資
料
目
録
に
よ
る（10）
。

試
み
た
の
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
レ
コ
ー
ド
に
収
め
ら
れ
た
ク
リ
節
を
五
線
譜
に
採
譜
し
て

比
較
検
討
す
る
作
業
で
あ
る
。
採
譜
に
際
し
て
拍
の
記
譜
法
は
、一
拍
を
四
分
音
符
も
し

く
は
八
分
休
符
と
八
分
音
符
で
示
し
、う
み
字
の
場
合
は
八
分
音
符
等
で
補
っ
た
。
音
高

の
記
譜
法
は
西
洋
音
楽
の
楽
理
を
援
用
し
、
ず
れ
て
い
る
音
に
は
、
も
っ
と
も
近
い
も
の

を
当
て
は
め
た
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
移
調
し
、
上
音
が
「
レ
」
と
な
る
よ
う
に
調
整

し
た
。
記
さ
れ
て
い
る
詞
章
と
拍
子
は
『
縮
刷
参
考
謡
本　

天
・
地
・
人
の
巻
』〔
丸
岡　

一
九
三
〇
：
一
五
〇
〕
記
載
の
「
羽
衣
」
の
拍
子
付
け
に
基
づ
く
（
採
譜
は
〔
巻
末
譜

例
〕
を
参
照
）。
詞
章
に
お
け
る
う
み
字
の
表
現
が
秀
逸
な
の
で
こ
れ
を
採
用
し
、
個
々

の
謡
い
方
に
応
じ
て
詞
章
は
こ
れ
を
修
正
し
た
。

「
羽
衣
」
の
キ
リ
に
お
い
て
「
ク
ル
」
の
指
定
が
あ
る
の
は
、
次
の
五
カ
所
で
あ
る
。

「
七
宝
充
満
の
宝
を
降
ら
し
」
に
お
け
る
「
七
宝
」
の
「
シ
」
及
び
「
充
満
」
の
「
ウ
」、

並
び
に
「
愛
鷹
山
や
富
士
の
高
嶺
」
に
お
け
る
「
愛
鷹
」
の
「
シ
」
及
び
「
山
」
の
「
ヤ
」、

並
び
に
「
か
す
か
に
な
り
て
天
つ
御
空
の
」
に
お
け
る
「
か
す
か
に
」
の
「
ス
」。
ま
た
、

ク
リ
節
の
終
了
の
記
号
の
「
入
」
の
指
定
が
あ
る
の
が
、
次
の
四
カ
所
で
あ
る
。「
七
宝

充
満
の
宝
を
降
ら
し
」
に
お
け
る
「
充
満
」
の
「
マ
」、
並
び
に
「
愛
鷹
山
や
富
士
の
高

嶺
」
に
お
け
る
「
愛
鷹
」
の
「
タ
」
及
び
「
山
」
の
「
マ
」、
並
び
に
「
か
す
か
に
な
り

て
天
つ
御
空
の
」
に
お
け
る
「
か
す
か
に
」
の
後
の
「
カ
」。
図
示
す
る
と
次
の
と
お
り

で
あ
る
（
表
記
は
大
成
版
に
よ
る
）。

　

ク
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク
ル　

入

シ　
　

チ　
　

パ　
　

ウ　
　

ジ　
　

ウ　
　

マ　
　

ン　
　

ノ

　
　
　
　

ク
ル　

入　
　
　
　
　

ク
ル　

入

ア　
　

シ　
　

タ　
　

カ　
　

ヤ　
　

マ　
　

ヤ

　
　
　
　

ク
ル　

入

カ　
　

ス　
　

カ　
　

ニ　
　

ナ　
　

リ　
　

テ

ａ
．
初
世
梅
若
万
三
郎

初
世
万
三
郎
の
謡
い
方
か
ら
検
討
し
た
い
。
梅
若
分
家
一
二
代
目
。
稀
代
の
名
人
と
称

さ
れ
た
人
物
で
、
明
治
元
年
（
一
八
六
九
）
に
生
ま
れ
、
父
梅
若
実
に
就
い
て
謡
曲
を
学

ん
だ
。

〔譜例１〕　「羽衣」キリの抜粋、
謡本に基づいて作成
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ク
リ
節
は
、
ま
ず
「
七
宝
充
満
の
」
の
個
所
に
出
現
す
る
。「
シ
」
と
「
ウ
」
が
ク
リ

音
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
フ
ァ
で
謡
わ
れ
る
。
緊
張
感
が
続
き
、
下
げ
ゴ
マ
の
「
ジ
」
で
半

音
下
が
っ
て
ミ
に
な
り
、
ま
た
直
ち
に
フ
ァ
に
上
が
り
、「
マ
」
で
解
放
さ
れ
て
節
が
終

わ
る
。

続
く
ク
リ
節
は
「
愛
鷹
山
や
」
で
、
ミ
の
「
ア
」
か
ら
始
ま
り
、
♯
フ
ァ
で
「
シ
」
の

ク
リ
音
が
力
強
く
謡
わ
れ
、「
タ
」
が
入
り
廻
し
で
ク
リ
節
が
終
わ
り
、
続
い
て
山
の

「
ヤ
」
か
ら
二
つ
目
の
ク
リ
節
が
始
ま
り
、
再
度
、
し
っ
か
り
と
♯
フ
ァ
が
主
張
さ
れ
、

「
マ
」
で
終
了
す
る
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、こ
の
個
所
の
ク
リ
節
は
何
れ
も
♯
フ
ァ
で
謡

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
行
よ
り
半
音
高
い
。
重
厚
で
重
々
し
い
現
行
の
謡
曲
と
比
べ
る

と
、
曲
調
が
明
る
く
受
け
止
め
ら
れ
、
急
に
世
界
が
開
け
た
よ
う
な
感
す
ら
あ
る
。

最
後
の
ク
リ
節
は
「
か
す
か
に
な
り
て
」
の
個
所
で
、せ
り
上
が
る
よ
う
に
「
ス
」
の

う
み
字
の
♯
フ
ァ
ま
で
上
昇
し
た
後
、
入
り
廻
し
の
「
カ
」
で
長
三
度
し
っ
か
り
と
下
が

り
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
よ
う
に
ク
リ
節
が
終
了
す
る
。
こ
の
個
所
の
ク
リ
節
も
♯
フ
ァ

で
謡
わ
れ
る
。
し
っ
か
り
と
「
♯
フ
ァ
」
を
聴
か
せ
る
。

初
世
万
三
郎
の
謡
い
方
の
特
徴
は
、
フ
ァ
と
♯
フ
ァ
と
い
う
二
種
類
の
ク
リ
音
の
使
い

分
け
で
あ
る
。
五
つ
の
ク
リ
節
を
通
じ
た
フ
ァ
か
ら
♯
フ
ァ
へ
の
推
移
は
高
揚
感
を
高
め

る
た
め
の
表
現
の
工
夫
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。深
読
み
は
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
最
初
フ
ァ
で
始
め
、
曲
調
が
盛
り
上
が
る
に
つ
れ
て
♯
フ
ァ
と
な
り
、
♯
フ
ァ
を
駆

使
し
な
が
ら
山
の
描
写
を
試
み
る
表
現
は
、あ
た
か
も
空
高
く
舞
い
上
が
る
か
の
ご
と
く

感
じ
ら
れ
る
。

彼
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
、自
分
の
伝
習
を
書
き
記
し
た
『
う
た
ひ
の
姿　

花

の
巻
』
を
出
版
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
該
当
個
所
の
謡
い
方
を
次
の
よ
う
に
示
し
た
。

　

キ
リ
「
東
あ
そ
び
の
か
ず
〳
〵
に
」
キ
リ
は
乗
り
を
つ
け
て
謡
ひ
出
し
「
三
五
夜

中
の
空
に
又
」
と
確
か
り
、「
満
月
真
如
の
」
と
軽
く
「
七
宝
充
満
の
」
が
む
つ
く

り
と
柔
か
く
「
国
土
に
是
を
…
…
」
と
確
か
り
謡
ふ
。「
去
程
に
」
か
ら
気
合
か
け

て
「
あ
し
た
か
山
や
富
士
の
高
根
」
と
節
を
た
つ
ぷ
り
と
天
上
へ
上
る
様
な
の
び

〳
〵
と
し
た
心
持
を
つ
け
〔
梅
若　

一
九
一
五
：
一
一
九
〕。

「
あ
し
た
か
山
や
富
士
の
高
根
」
の
謡
い
方
は
、『
う
た
ひ
の
姿　

花
の
巻
』
に
合
致
す

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

現
在
の
私
た
ち
は
、ク
リ
節
の
最
音
高
を
正
確
に
「
フ
ァ
」
に
謡
う
こ
と
に
注
意
を
払

う
が
、
分
析
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
節
の
選
択
に
関
す
る
初
世
万
三
郎
の
柔
軟
性
で

あ
る
。
ク
リ
音
の
音
高
は
音
階
に
基
づ
い
た
全
体
の
構
成
よ
り
も
、伴
わ
れ
る
詞
章
に
特

徴
づ
け
ら
れ
て
変
化
す
る
。

な
お
、
引
用
は
一
部
だ
が
、「
羽
衣
」
全
体
に
亘
っ
て
こ
の
よ
う
な
調
子
で
コ
メ
ン
ト

が
記
さ
れ
て
い
る
。
謡
い
方
の
技
術
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
曲
を
鳥
瞰
す
る
の
は
位

程
度
に
と
ど
め
、
曲
の
進
行
に
従
っ
て
、
セ
ン
テ
ン
ス
単
位
で
、
微
細
な
表
現
の
指
針
が

言
葉
に
よ
っ
て
訥
々
と
記
さ
れ
て
い
く
。

同
書
に
は
学
習
の
指
針
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
謡
は
声
に
発
し
、
耳
に
聴
い
て
習
得

す
る
も
の
な
れ
ば
、
調
律
音
声
の
如
何
に
よ
り
て
は
文
字
に
も
表
は
し
難
く
、
言
語
に
て

も
伝
へ
難
き
事
一
再
に
止
ら
ず
、
去
れ
ば
本
書
あ
り
と
雖
、
自
ら
修
め
、
自
ら
覚
り
、
更

に
稽
古
を
励
ん
で
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
事
は
言
ふ
ま
で
も
な
し
」〔
梅
若　

一
九
一
五
：

四
〕。謡

曲
は
口
伝
で
学
ぶ
も
の
で
あ
り
、調
子
を
定
め
て
謡
う
方
法
を
言
葉
で
示
す
の
は
難

し
く
、
確
か
に
本
に
は
ま
と
め
た
が
、
主
体
的
に
学
び
、
覚
り
、
し
っ
か
り
稽
古
し
て
怠

け
な
い
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
と
説
く
。
文
字
を
楽
譜
、言
語
を
言
葉
に
よ
る
説
明
と
解
釈

す
る
と
、理
論
化
を
試
み
る
よ
り
も
む
し
ろ
師
匠
の
謡
い
方
を
耳
か
ら
あ
た
か
も
丸
ご
と

飲
み
込
む
か
の
如
く
直
接
学
ぶ
よ
う
に
と
い
う
戒
め
で
あ
る
。

ｂ
．
観
世
銕
之
丞
（
七
世
）

続
い
て
銕
之
丞
（
七
世
）
の
録
音
を
検
討
し
た
い
。
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
生
ま

れ
。
五
世
観
世
銕
之
亟
（
紅
雪
）
の
四
男
。
雅
雪
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
初

世
万
三
郎
同
様
、複
数
の
高
さ
の
ク
リ
音
が
認
め
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
録
音
デ
ー
タ
は
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わ
か
ら
な
い
。
録
音
も
後
半
の
み
で
、「
時
移
つ
て
」
か
ら
始
ま
る
。
最
初
の
ク
リ
節
は

「
愛
鷹
山
や
」
で
「
シ
」
が
ク
リ
音
だ
が
、
ま
ず
、
直
前
の
「
ア
」
が
ミ
よ
り
も
低
め
で

か
つ
小
さ
め
の
音
で
始
ま
り
、
音
高
が
徐
々
に
上
が
り
、
ク
リ
音
の
「
シ
」
で
わ
ず
か
に

フ
ァ
で
謡
わ
れ
た
後
♯
フ
ァ
に
達
す
る
。
そ
し
て
、「
タ
」
で
♯
フ
ァ
を
持
続
し
つ
つ
、
う

み
字
で
レ
に
下
が
る
。
次
の
ク
リ
節
は
「
か
山
や
ま
や
」
で
、
ま
ず
、「
カ
」
は
レ
か
ら

始
ま
り
、う
み
字
で
ミ
、そ
し
て
ク
リ
音
の
「
ヤ
」
は
フ
ァ
で
始
ま
り
、う
み
字
で
♯
フ
ァ

に
な
り
、「
マ
」
が
う
み
字
で
レ
に
さ
が
り
、「
ヤ
」
が
同
じ
く
レ
と
推
移
す
る
。
最
後
の

ク
リ
節
の
「
か
す
か
に
な
り
て
」
は
、「
ほ
の
か
に
な
り
て
」
と
謡
わ
れ
る
の
だ
が
、
ま

ず
「
ホ
」
が
ミ
よ
り
低
め
で
始
ま
り
、ク
リ
音
の
「
ノ
」（
本
来
は
「
ス
」）
の
う
み
字
ま

で
か
か
っ
て
♯
フ
ァ
の
最
高
音
に
達
し
、
続
く
「
カ
」
で
再
度
♯
フ
ァ
が
強
調
さ
れ
、
う
み

字
で
長
三
度
下
が
っ
て
レ
に
な
る
。
な
お
、銕
之
丞
（
七
世
）
の
謡
い
方
は
音
高
に
揺
ら

ぎ
が
あ
り
、
五
線
譜
に
掬
い
取
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。

銕
之
丞
（
七
世
）
に
よ
る
ク
リ
音
の
謡
い
方
は
、
う
み
字
が
駆
使
さ
れ
、
ミ
、
フ
ァ
、

♯
フ
ァ
が
入
り
混
じ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
最
高
音
に
♯
フ
ァ
が
頻
見
さ
れ
る
一
方
、安

定
し
て
♯
フ
ァ
の
音
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ァ
か
ら
♯
フ
ァ
、
ミ
か
ら

フ
ァ
と
い
う
上
昇
す
る
音
程
が
目
立
つ
。
な
お
、最
後
の
ク
リ
節
「
ほ
の
か
に
」
の
個
所

は
、正
し
く
は
「
か
す
か
に
」
と
謡
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
録
り
直
し
を
断
念

し
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
、
録
音
に
は
多
大
な
労
力
が
必
要
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
詞
章
の

誤
り
は
と
も
か
く
、「
ホ
」
か
ら
せ
り
上
が
り
、「
ノ
」
の
う
み
字
で
最
高
音
に
達
し
、
急

激
に
続
く
う
み
字
で
レ
の
音
に
戻
る
ク
リ
節
の
運
動
は
、曲
が
軽
や
か
に
終
わ
る
終
末
感

を
見
事
に
決
定
づ
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。過
去
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
聴
い
た

の
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、精
妙
な
ク
リ
節
の
動
き
に
心
打
た
れ
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
録
音
全
体
を
見
渡
す
と
、
銕
之
丞
（
七
世
）
の
謡
に
は
、
現
在
私
た
ち
が
弱

吟
音
階
の
構
成
音
と
み
な
す
音
程
か
ら
外
れ
た
音
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、ク
リ
節

に
は
出
現
し
な
い
が
、「
か
す
み
に
ま
ぎ
れ
て
」
の
「
か
」
は
ソ
で
謡
わ
れ
る
。
朱
の
直

シ
を
重
ね
に
重
ね
て
判
読
が
難
し
い
古
い
謡
本
の
よ
う
に
、無
数
の
過
去
の
謡
い
方
が
沈

殿
し
て
い
る
よ
う
な
観
が
あ
る
。
銕
之
丞
（
七
世
）
は
初
世
万
三
郎
以
上
に
ク
リ
音
を
定

ま
っ
た
音
高
で
謡
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
な
い
よ
う
に
う
か
が
わ
れ
る
。

ｃ
．
観
世
清
廉

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
生
ま
れ
、父
清
孝
に
謡
曲
を
習
う
。
後
に
観
世
左
近
（
二
三

世
）
を
継
ぐ
。
録
音
に
は
「
羽
衣
」
の
キ
リ
が
囃
し
入
り
で
収
め
ら
れ
て
い
て
、連
吟
は

橋
岡
久
太
郎
で
あ
る
。
謡
い
方
は
先
の
二
人
と
大
き
く
異
な
り
、
全
面
的
に
♯
フ
ァ
が
打

ち
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
七
宝
充
満
」
の
冒
頭
の
「
シ
」
は
正
確
に
♯
フ
ァ
で
始
ま
り
、

「
ポ
」
が
同
じ
高
さ
で
続
き
、「
ジ
」
が
ミ
、「
ウ
」
で
再
び
♯
フ
ァ
に
達
し
、
入
り
廻
し
の

「
マ
」
が
同
じ
高
さ
を
保
ち
、
う
み
字
及
び
続
く
「
ン
」
が
「
レ
」
と
変
化
す
る
。

「
愛
鷹
山
や
」
は
「
ア
」
が
ミ
、
ク
リ
音
の
「
シ
」
が
♯
フ
ァ
、「
タ
」
が
こ
れ
を
引
き

継
ぎ
、
う
み
字
で
レ
に
下
降
し
、
次
の
ク
リ
節
に
続
く
。「
カ
」
は
上
音
の
レ
か
ら
始
ま

り
、
う
み
字
で
ミ
に
上
昇
し
、
ク
リ
音
の
「
ヤ
」
で
最
高
音
♯
フ
ァ
に
再
び
達
し
、
同
じ

高
さ
で
入
り
廻
し
の
「
マ
」
が
続
き
、う
み
字
で
レ
に
下
降
す
る
。
最
後
の
「
か
す
か
に

な
り
て
」
は
、「
カ
」
が
フ
ァ
、
ク
リ
音
の
「
ス
」
が
♯
フ
ァ
、
入
り
廻
し
の
「
カ
」
が
同

じ
高
さ
で
続
き
、
う
み
字
で
レ
に
下
降
し
、「
ニ
」
で
レ
に
落
ち
着
く
。

清
廉
の
謡
い
方
の
特
徴
は
♯
フ
ァ
の
連
続
で
あ
る
。
上
音
か
ら
長
三
度
の
音
程
が
強
調

さ
れ
、
曲
調
は
極
め
て
明
る
く
特
徴
づ
け
ら
れ
、
晴
れ
や
か
な
景
色
を
描
き
出
す
。
た
だ

し
、
フ
ァ
が
無
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、「
か
す
か
に
な
り
て
」
の
「
カ
」
は
フ
ァ
で

謡
わ
れ
る
。
忌
避
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
全
体
的
に
み
る
と
、

謡
は
♯
フ
ァ
の
高
音
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

清
廉
の
謡
は
豪
胆
で
音
程
の
正
確
さ
は
上
音
、
中
音
、
下
音
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
浮

キ
や
ク
リ
で
こ
れ
ら
三
つ
の
音
の
間
の
音
を
選
択
す
る
場
合
に
お
い
て
も
揺
ら
ぎ
は
な

い
。
整
然
と
規
則
的
な
節
廻
し
で
謡
わ
れ
る
。
謡
う
た
び
ご
と
に
節
が
生
み
出
さ
れ
る
と

い
う
よ
り
も
、あ
ら
か
じ
め
固
定
し
た
音
の
運
動
パ
タ
ー
ン
を
割
り
当
て
る
と
い
っ
た
風

で
、謡
本
の
記
譜
を
そ
の
ま
ま
音
に
変
換
す
る
よ
う
な
態
度
さ
え
う
か
が
え
る
。
新
し
い

謡
い
方
を
模
索
し
て
い
る
様
に
も
見
え
る
。
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清
廉
は
謡
曲
の
楽
理
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。『
能
楽
』
に
独
自
の
音
階
理
論
を
発
表

し
て
い
る
。
下
音
か
ら
下
、
下
音
か
ら
上
音
、
上
音
か
ら
上
と
い
う
伝
統
的
な
三
区
分
に

加
え
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
三
区
分
す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
上
音
よ
り
上
は

「
ハ
リ
」
と
「
ク
リ
」
と
い
う
音
位
が
設
け
ら
れ
る
。
次
の
文
章
は
雑
誌
記
事
か
ら
の
抜

粋
で
あ
る
。

元
来
謡
の
調
子
は
之
れ
を
呂
、
中
、
甲
の
三
段
階
に
区
別
し
た
も
の
で
す
が
、
私

は
更
に
之
れ
を
各
三
階
級
に
区
分
し
ま
し
て
、
都
合
九
階
級
と
し
ま
し
た
。
ま
づ
甲

か
ら
申
し
て
み
ま
す
る
と
左
の
通
り
に
な
り
ま
す
。

甲
の
上　

ク
リ
の
調
子
に
て
最
上
の
高
き
所
で
す

甲
の
中　

ハ
リ
と
云
ふ
所
の
調
子
に
て
二
階
級

甲
の
下　

上
と
云
ふ
所
の
調
子
に
て
甲
の
最
下
級
で
す
」

〔
観
世
清
廉　

一
九
〇
三
：
三
〇
―
三
二
〕

音
階
で
は
な
く
「
調
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、音
高
に
特
化
し

て
議
論
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
疑
い
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、従
来
の
三
段
階
か
ら

九
段
階
へ
と
い
う
理
論
化
は
斬
新
で
あ
り
、
内
面
化
さ
れ
、
彼
の
録
音
で
示
さ
れ
る
よ
う

な
ク
リ
音
の
音
高
の
明
確
化
・
固
定
化
に
繋
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
早
世
に
よ
っ
て
仕

事
が
中
断
し
た
の
で
、清
廉
の
仕
事
は
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
清
廉
は
謡
本
の

改
訂
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
謡
本
の
筋
付
け
の
校
訂
を
行
い
、現
在
「
清
廉
本
」
と
呼
ば
れ

る
謡
本
を
出
版
し
て
い
る
。
寿
命
が
許
せ
ば
、
普
及
・
教
育
活
動
に
も
力
を
注
ぎ
、
観
世

左
近
（
二
四
世
）
の
よ
う
に
自
分
の
謡
い
方
を
広
め
た
か
も
し
れ
な
い
。

三
人
の
謡
い
方
を
比
較
す
る
と
、
幾
分
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
、
ク
リ
音
の

音
程
を
一
定
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
著
し
い
違
い
を
見
せ
る
。
初
世
万
三
郎
は

フ
ァ
を
最
高
音
と
す
る
ク
リ
節
と
♯
フ
ァ
を
最
高
音
と
す
る
ク
リ
節
を
組
み
合
わ
せ
て
上

音
域
を
彩
る
。
銕
之
丞
（
七
世
）
は
、音
程
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
節
の
運
動
に
留
意
し

て
、
即
興
演
奏
の
如
く
上
音
か
ら
自
在
に
節
を
繰
り
出
す
。
他
方
で
清
廉
は
、
節
に
よ
る

音
の
組
織
化
と
い
う
よ
り
も
、
あ
た
か
も
謡
本
の
記
譜
に
し
た
が
っ
て
♯
フ
ァ
を
ク
リ
音

と
す
る
ク
リ
節
を
端
正
に
並
べ
る
か
の
よ
う
に
節
を
生
み
出
す
。初
世
万
三
郎
と
銕
之
丞

（
七
世
）
の
謡
い
方
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
ク
リ
音
の
音
高
を
揃
え
る
こ
と
が
ク
リ

節
を
謡
う
際
に
最
も
重
要
な
要
素
で
は
な
く
、む
し
ろ
繰
り
上
が
る
節
の
運
動
を
調
節
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
他
方
、
清
廉
の
「
羽
衣
」
の
謡
い
方
は
、

固
定
さ
れ
た
ク
リ
音
の
整
然
と
し
た
併
置
が
ク
リ
節
を
特
徴
づ
け
る
。音
階
概
念
の
内
面

化
が
謡
い
方
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

二　

謡
曲
家
達
へ
の
音
階
の
浸
透

―
『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
の
影
響

明
治
期
末
か
ら
昭
和
前
期
は
、
謡
曲
の
関
す
る
出
版
物
が
増
加
し
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
あ
ら
か
じ
め
節
や
拍
子
を
詳
細
に
印
刷
し
た
直
シ
入
り
の
謡
本
、能
楽
や
謡
曲
を
専

門
的
に
取
り
扱
っ
た
雑
誌
、
独
習
書
や
概
説
書
、
専
門
書
、
通
信
教
育
で
謡
曲
を
教
授
す

る
講
義
録
を
通
じ
て
、
謡
曲
の
知
識
が
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
音
階
も
、
も
ち
ろ

ん
、
重
要
概
念
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。

最
大
級
の
波
及
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、丸
岡
桂
の
仕
事
で
あ

る
。
近
代
的
な
謡
曲
研
究
を
試
み
、精
緻
に
記
譜
さ
れ
た
『
観
世
流
改
訂
謡
本
』
を
編
集

し
、手
引
き
の
『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
と
と
も
に
出
版
し
た
。
日
本
音
楽
の
研
究
書

や
概
説
書
で
の
謡
曲
の
音
組
織
に
関
す
る
言
及
は
早
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、謡
曲
家

を
対
象
に
し
た
詳
細
に
し
て
総
合
的
な
書
物
は
類
が
無
く
、
大
い
に
人
気
を
呼
ん
で
、
謡

曲
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
解
説
は
後
続
本
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。

二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
謡
曲
に
お
け
る
音
階
論
の
歴
史
を
調
査
し
た
広
瀬
政
次
は
、「
説

明
が
可
成
り
組
織
的
に
書
か
れ
て
居
る
為
に
以
後
の
類
書
は
こ
の
書
に
範
を
取
つ
た
も

の
が
多
い
。
音
階
及
び
節
付
け
の
解
説
書
と
し
て
は
最
良
の
も
の
で
あ
る
」〔
広
瀬　

一
九
九
〇
：
二
〇
四
〕
と
評
し
て
い
る
。
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丸
岡
は
ク
リ
節
の
謡
い
方
と
音
階
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。ま
ず
ク
リ
節
を
次
の
よ
う

に
定
義
す
る
。

　
　
　
（
繰
リ
）　

柔
吟
に
て
は
「
上
」
よ
り
二
音
階
高
く
、剛
吟
に
て
は
「
上
」
よ

り
一
音
階
高
き
音
位
ま
で
音
を
張
り
上
ぐ
る
こ
と
を
表
は
す
記
号
な
り
。
常
に
「
直

節
」
に
付
せ
ら
れ
、
又
時
と
し
て
「
振
リ
」
に
付
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
あ
り
。
此
音
位

を
保
つ
こ
と
な
く
、
多
く
は
二
音
三
音
長
く
と
も
五
音
六
音
程
に
限
り
て
謡
は
れ
、

必
ず
再
び
「
上
」
の
音
位
に
戻
る
も
の
な
り
〔
丸
岡　

一
九
一
〇
：
三
七
〕。

謡
う
際
に
「
音
を
張
り
上
げ
」、「
柔
吟
に
て
は
『
上
』
よ
り
二
音
階
高
き
」
と
い
う
表

現
か
ら
、ク
リ
音
を
一
定
の
音
位
で
謡
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
音
位
の
詳
細
は
音
階
に

つ
い
て
の
説
明
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
音
階
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

　

観
世
流
謡
曲
の
発
声
の
音
色
は
二
種
に
別
れ
、
一
を
剛
吟
と
い
ひ
、
一
を
柔
吟
と

い
へ
り
」
―
中
略

―
柔
吟
に
は
音
階
の
組
織
に
大
略
二
様
あ
り
。
一
つ
は
柔
吟

本
来
の
音
階
、
一
つ
は
そ
の
変
体
な
り

―
中
略

―
七
箇
以
上
猶
多
数
の
音
階
を

有
す
る
が
如
く
聞
ゆ
る
こ
と
あ
り
と
雖
、
骨
子
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
決
し
て
七
音

階
以
外
に
出
で
ず
〔
丸
岡　

一
九
一
〇
：
一
五
―
一
六
〕。

七
音
階
と
は
「
上
」「
中
」「
下
」
と
名
づ
け
た
る
三
本
音
位
、
及
び
「
上
」
よ
り

一
段
高
き
「
上
ノ
浮
キ
」、「
上
ノ
浮
キ
」
よ
り
一
段
高
き
「
ク
リ
」、「
中
」
よ
り
一

段
高
く
「
上
」
よ
り
一
段
低
き
「
中
ノ
浮
キ
」、「
下
」
よ
り
一
段
低
き
「
呂
」
の
四

音
位
な
り
。
か
く
て
謡
曲
は
常
に
此
の
七
音
階
中
の
「
上
」「
中
」「
下
」
の
三
段
階

に
於
い
て
謡
は
れ
、
他
の
四
段
階
は
種
々
の
節
付
に
よ
り
て
之
が
綾
を
な
す
も
の
な

り
。
今
高
き
よ
り
低
き
に
到
る
順
序
を
以
て
此
の
七
音
階
を
記
せ
ば
〔
丸
岡　

一
九
一
〇
：
一
六
〕、

「
ク
リ
」
は
上
の
領
域
の
音
位
で
、同
時
に
「
種
々
の
節
付
に
よ
り
て
之
が
綾
を
な
す
」

と
い
う
性
質
が
与
え
ら
れ
る
。
音
階
構
成
音
の
一
つ
と
し
て
の
一
定
の
音
高
と
、綾
に
含

ま
れ
る
わ
ず
か
な
音
高
の
揺
ら
ぎ
の
許
容
は
、
音
階
概
念
を
規
定
し
つ
つ
、
節
の
豊
か
な

音
域
変
化
を
保
障
し
た
穏
当
な
落
と
し
所
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、謡
曲
の
音
階
を
七
音
階

に
拡
張
し
た
こ
と
は
、
謡
曲
の
音
組
織
を
音
域
に
よ
る
三
区
分
の
み
な
ら
ず
、
浮
キ
に
お

け
る
最
高
音
や
ク
リ
節
に
お
け
る
最
高
音
、
最
低
音
も
音
階
に
組
み
込
む
こ
と
に
繋
が

る
。丸

岡
に
よ
る
謡
本
の
出
版
状
況
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
、音
階
概
念
は
広
く
普

及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
謡
曲
家
達
は
読
ん
で
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
、
唱
歌
教
育
を
受
け
た
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
音
階
概
念
の
理
解
は
類
比
を
通
じ

た
造
作
な
い
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、ど
の
程
度
従
来
の
謡
曲
教
授
に
組
み

込
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
丸
岡
桂
の
死
後
、
大
正
一
〇

年
（
一
九
二
一
）
に
観
世
流
改
訂
本
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
観
世
流
謡
曲
節
附
解

説
』
に
記
さ
れ
た
稽
古
に
お
け
る
独
習
書
の
立
ち
位
置
の
説
明
は
、こ
の
問
題
を
考
え
る

ヒ
ン
ト
に
な
る
。

説
明
で
は
ま
ず
、
口
伝
の
重
要
性
を
、「
謡
は
声
楽
な
れ
ば
必
ず
師
の
口
授
に
よ
り
て

学
修
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
如
何
に
精
細
な
る
解
説
を
な
し
た
り
と
も
、師
の
口
授
に
よ
ら

ず
し
て
は
独
修
し
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」〔
丸
岡　

一
九
二
一
：
二
〕
と
認
識
し
、
し

か
し
な
が
ら
、
愚
直
に
ひ
た
す
ら
師
匠
を
真
似
る
学
習
方
法
を
、
非
効
率
と
断
罪
す
る
。

「
さ
れ
ど
之
が
謡
ひ
方
に
於
け
る
法
則
を
知
り
て
学
ぶ
と
知
ら
ず
し
て
学
ぶ
と
は
其
進
歩

に
非
常
の
遅
速
あ
り
」〔
丸
岡　

一
九
二
一
：
二
〕。
そ
し
て
、
理
論
へ
の
着
目
が
学
習
の

合
理
化
を
進
め
、
進
度
や
深
度
を
高
め
る
と
指
摘
す
る
。「
其
法
則
を
理
解
し
つ
ゝ
学
べ

ば
一
を
聞
い
て
二
を
知
り
三
を
悟
る
を
得
べ
し
。
法
則
を
心
得
ず
し
て
学
べ
ば
、無
用
の

〔図１〕　
丸岡桂に
よる謡曲
の音階図
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労
を
費
し
応
用
の
働
き
少
な
か
る
べ
し
。故
に
初
学
者
に
対
し
て
大
体
の
法
則
を
知
ら
し

む
る
こ
と
は
極
め
て
緊
要
の
こ
と
な
り
と
す
」〔
丸
岡　

一
九
二
一
：
二
―
三
〕。

従
来
の
謡
曲
稽
古
に
よ
っ
て
し
か
謡
曲
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
と
、独

習
書
に
よ
る
勉
強
が
合
理
的
な
学
習
を
推
進
す
る
と
い
う
考
え
方
の
併
存
が
読
み
取
れ

る
。
師
匠
の
否
定
は
も
ち
ろ
ん
、
無
理
に
両
者
に
折
り
合
い
を
付
け
る
こ
と
も
唱
え
ず
、

合
理
的
な
学
習
方
法
と
し
て
理
論
的
に
謡
曲
を
理
解
し
て
学
ぶ
こ
と
を
穏
や
か
に
推
奨

す
る
。
穏
健
な
主
張
は
「
頭
で
は
理
解
し
」
と
い
う
状
況
を
容
認
し
、
音
階
概
念
は
、
独

習
書
等
を
通
じ
て
、師
匠
に
就
い
て
稽
古
に
励
む
人
々
の
間
で
浸
透
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

柔
軟
な
理
論
は
音
階
概
念
を
取
り
入
れ
た
多
く
の
後
続
書
籍
の
出
版
に
繋
が
っ
て

い
っ
た
。
最
初
期
の
例
に
国
学
者
の
正
田
梅
香
が
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
著
し
た

『
謡
曲
手
ほ
ど
き
』
に
、『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
参
照
し
つ

つ
古
典
の
知
識
を
整
理
し
た
入
門
書
だ
が
、ク
リ
節
は
、次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
繰

リ
は
ク
リ
の
調
子
迄
音
声
を
あ
げ
る
こ
と
で
。
其
終
り
を
示
す
の
に
は
入
。

。
ヽ
を
用

ゐ
ま
す
。
又
ク
ル
の
符
号
が
二
つ
重
な
る
所
が
あ
り
ま
す
が
、之
れ
は
後
の
ク
リ
の
前
に

入
。

又
は
ヽ
の
な
い
限
り
は
。
二
重
に
ク
ル
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」〔
正
田　

一
九
一
六
：
一
四
五
〕。
そ
し
て
音
階
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

謡
曲
の
調
子
は
、
吟
声
に
よ
つ
て
異
な
り
ま
す
。
即
ち
柔
吟
の
調
子
と
剛
吟
の
調

子
と
あ
り
ま
す
。
観
世
流
柔
吟
の
調
子
は
先
づ
大
体
左
の
七
階
級
と
な
り
上
中
下
の

三
音
が
基
礎
と
な
り
ま
す
。
中
は
普
通
談
話
に
用
ゐ
ま
す
調
子
で
。
其
れ
よ
り
張
り

上
げ
て
二
段
階
高
い
の
が
上
音
で
。
中
音
よ
り
二
段
階
低
い
の
が
下
音
と
な
り
ま

す
。
下
音
よ
り
一
段
低
い
の
が
呂
音
で
。
中
音
よ
り
一
音
高
い
の
が
中
ノ
浮
キ
。
上

音
よ
り
一
音
高
い
の
が
上
ノ
浮
キ
で
。
上
音
よ
り
二
段
高
く
最
高
な
の
が
ク
リ
の
音

で
あ
り
ま
す
。
即
ち

と
な
り
ま
す
。
謡
曲
本
中
調
子
に
関
す
る
符
号
は
主
と
し
て
上
中
下
（
ク
ル
）（
入
）

ウ
。
ヲ 

ハ
ル
等
で
す
〔
正
田　

一
九
一
六
：
五
八
―
五
九
〕。

丸
岡
の
説
が
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
も
う
ひ
と
つ
初
期
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、同
じ
く
大
正
五
年（
一
九
一
六
）

に
杉
江
櫻
圀
は
『
謡
曲
独
習
』
を
出
版
し
た
が
、
ク
リ
音
は
、「（
ク
ル
）
繰
り
と
も
云

ふ
、音
声
を
繰
り
揚
げ
て
尤
も
面
白
き
大
な
る
綾
を
謡
ふ
事
を
示
す
﹇
。﹈
剛
柔
共
に
「
上

音
位
」
に
あ
り
﹇
、﹈
柔
吟
に
て
は
「
上
音
位
」
に
声
を
発
し
て
其
音
を
「
二
段
階
」﹇
、﹈

剛
吟
に
て
は
「
一
段
階
」
高
く
其
音
を
繰
り
上
ぐ
べ
し
」〔
杉
江　

一
九
一
六
：
一
四
〕

と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
音
階
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

謡
曲
の
調
子
は
上
、
中
、
下
、
を
根
本
と
し
て
一
段
高
き
繰
り
上
げ
﹇
、﹈
極
め

て
高
き
甲
繰
り
の
五
線
に
「
上
ノ
ウ
キ
」「
中
ノ
ウ
キ
」「
下
ノ
ウ
キ
」
の
補
助
線
を

加
ふ
以
て
﹇
、﹈
学
校
に
用
ゆ
る
普
通
音
譜
の
「
一
二
三
四
五
六
七
」
に
割
り
宛
て
ヽ

初
学
者
に
便
な
ら
し
む
﹇
。﹈

此
の
如
き
音
譜
に
て
唱
歌
せ
ら
れ
し
こ
と
も
あ
る
べ
し
、
さ
れ
ば
謡
に
用
ゆ
る
音

声
の
高
低
も
略
ぼ
了
解
せ
ら
れ
し
も
の
と
す
〔
杉
江　

一
九
一
六
：
九
〕。

〔図２〕　正田梅香に
よる謡曲の音階図
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三
音
階
を
基
礎
と
す
る
説
が
『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
と
類
似
す
る
。
た
だ
し
、本

書
が
、
音
階
の
構
成
に
お
い
て
、
ク
リ
音
及
び
甲
繰
り
を
含
め
て
基
本
と
な
る
音
程
を
五

つ
と
提
示
す
る
点
は
異
な
る
。
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
の
は
、ク
リ
音
の
音
高
の
よ
り
一
層

の
固
定
化
で
あ
る
。

彼
は
謡
曲
を
五
線
譜
の
よ
う
に
横
書
き
で
複
数
の
線
上
に
書
き
表
す
意
欲
的
な
試
み

も
行
っ
た
。
驚
く
べ
き
先
進
的
な
試
み
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、同
時
に
認
め
ら
れ
る
の

は
、
伝
統
的
な
謡
本
の
記
譜
法
の
残
滓
で
、
譜
頭
に
節
の
要
素
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る

〔
図
4
〕。

た
と
え
ば
楽
譜
の
横
線
を
大
き
く
は
み
出
し
な
が
ら
勢
い
よ
く
記
さ
れ
る
変
形
し
た
譜

頭
は
ク
リ
音
を
示
す
。
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
正
確
な
音
高
と
い
う
よ
り
も
、上
音

か
ら
上
昇
す
る
節
の
運
動
で
あ
り
、
節
の
運
動
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

謡
曲
の
心
得
が
あ
る
な
ら
ば
、お
そ
ら
く
譜
頭
の
形
と
ク
リ
節
の
音
型
と
を
関
連
付
け
て

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。ク
リ
音
の
表
記
は
ゴ
マ
点
を
拡
張
し
た
か
の
よ
う

に
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。

〔図３〕　杉江櫻圀による謡曲の音階図

〔譜例２〕　「羽衣」キリの抜粋、杉江による記譜法に基づく
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鼇
頭
の
言
葉
か
ら
も
、
横
譜
へ
の
変
換
へ
の
苦
心
と
、
旧
来
の
謡
本
の
記
譜
法
に
寄
せ

る
信
頼
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
謡
曲
は
日
本
純
粋
の
声
楽
な
り
﹇
。﹈
仮
に
唱
歌

の
音
譜
を
利
用
し
て
学
者
の
了
解
に
便
な
ら
し
む
る
も
の
な
れ
ば
不
完
全
は
免
か
れ
ず

﹇
。﹈依
て
音
譜
本
に
記
せ
る
処
の
謡
曲
の
節
付
け
或
は
其
の
位
置
に
て
詳
細
な
る
点
を
了

解
さ
る
べ
し
」〔
杉
江　

一
九
一
六
：
九
〕。

独
習
書
を
著
し
た
杉
江
櫻
圀
は
大
阪
の
観
世
流
シ
テ
方
の
謡
曲
家
で
、教
授
活
動
は
も

ち
ろ
ん
、岸
和
田
城
内
の
能
楽
堂
を
自
宅
に
移
築
し
て
地
域
文
化
の
隆
盛
に
尽
く
し
た
人

物
で
あ
る（11）
。
記
譜
の
工
夫
を
思
い
付
い
た
の
は
、謡
曲
学
習
法
の
改
良
を
志
し
た
こ
と
の

一
環
で
あ
っ
た
。「
従
来
の
謡
曲
教
授
法
た
る
や
特
種
の
旧
慣
あ
り
て
教
へ
ず
と
も
自
然

に
悟
り
得
る
時
あ
る
べ
し
と
い
ふ
風
に
し
て
﹇
、﹈
深
く
問
へ
ば
謡
曲
十
年
の
古
諺
を
称

し
教
授
に
新
工
夫
を
な
さ
ゞ
る
為
で
あ
る
さ
れ
ば
﹇
、﹈
五
年
十
年
稽
古
を
積
み
朝
夕
之

を
愛
吟
す
る
者
で
有
て
其
の
緩
急
節
度
を
知
ら
ず
大
小
鼓
に
合
は
せ
る
こ
と
の
出
来
な

い
者
が
意
外
に
多
い
と
い
ふ
情
け
な
い
状
態
に
あ
る
」〔
杉
江　

一
九
一
六
：
二
―
三
〕

と
批
判
し
、
も
ち
ろ
ん
、
講
義
録
や
雑
誌
記
事
を
通
じ
て
の
教
授
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、

あ
る
程
度
心
得
の
あ
る
謡
曲
家
で
な
い
と
参
考
に
な
ら
な
い
と
し
、自
分
の
教
授
方
法
を

次
の
よ
う
に
自
負
す
る
。「
余
は
斯
道
に
於
て
聊
か
得
る
所
あ
り
て
門
生
に
課
し
然
る
後

教
授
す
る
に
﹇
、﹈
何
れ
も
初
め
よ
り
何
等
の
困
難
苦
痛
を
も
感
ず
る
こ
と
な
く
容
易
に

発
声
し
節
扱
も
自
由
に
其
進
歩
上
達
の
速
か
な
る
こ
と
は
﹇
、﹈
実
に
予
期
以
上
の
好
成

績
を
得
て
居
る
の
で
あ
る
」〔
杉
江　

一
九
一
六
：
二
―
三
〕。
丸
岡
同
様
、
稽
古
と
独
習

書
の
併
存
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。稽
古
を
通
じ
て
音
階
概
念
が
浸
透
す
る
様
子
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

詳
細
は
広
瀬
の
研
究
に
譲
り
た
い
が
、『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
の
出
版
以
降
に
世

に
出
た
謡
曲
独
習
書
や
解
説
書
の
大
半
に
は
、必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
音
階
の
図
示
が

認
め
ら
れ
る
。
ど
れ
も
が
上
音
、
中
音
、
下
音
に
準
え
て
ク
リ
音
や
上
ノ
浮
キ
等
の
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
音
を
拡
張
し
た
音
階
で
あ
り
、直
感
的
に
一
定
の
音
高
で
浮
キ
や
ク
リ
音

を
謡
う
こ
と
を
読
者
に
要
求
す
る
。師
匠
か
ら
節
に
組
み
込
ま
れ
て
浮
動
す
る
ク
リ
音
と

い
う
謡
い
方
を
引
き
継
い
だ
謡
曲
家
達
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
師
匠
達
も
、
音
階
概
念
を

〔図４〕　杉江櫻圀による楽譜の範例集）
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内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、徐
々
に
謡
い
方
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
人
々
が
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
調
査
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
が
、
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

あ
る
い
は
、
ち
ょ
っ
と
で
き
る
友
人
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
、
適
当
な
謡
を
楽
し
ん
で

い
た
人
々
は
、
一
つ
一
つ
の
節
を
覚
え
て
い
く
こ
と
よ
り
も
、
音
階
を
頼
り
に
、
直
シ
入

謡
本
を
片
手
に
、ク
リ
節
を
謡
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
立
証
す
る
こ
と
は

難
し
い
が
、明
治
期
末
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
の
急
激
な
謡
曲
人
口
の
増
加
を
考
え
る

な
ら
ば
、
安
易
な
謡
曲
の
楽
し
み
の
蔓
延
に
伴
う
固
定
さ
れ
た
ク
リ
音
の
普
及
は
、
大
い

に
起
こ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
独
習
書
の
著
者
た
ち
は
、
一
義
的
に
ク
リ
音
の
音
高
を
定
め
る
こ
と
に
だ
い

ぶ
苦
労
し
た
よ
う
で
、
広
瀬
は
当
時
の
独
習
書
や
概
説
書
を
整
理
し
て
、
音
階
一
覧
を
作

成
し
て
い
る
が
〔
広
瀬　

一
九
九
〇
：
二
一
七
〕、
著
者
に
よ
っ
て
ク
リ
音
の
高
さ
に
ゆ

ら
ぎ
が
あ
る
。
音
高
を
定
め
る
に
は
、観
世
左
近
（
二
四
世
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

三　

ク
リ
音
の
固
定

―
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
活
躍

音
階
や
ク
リ
音
を
ど
の
程
度
謡
曲
家
達
は
書
物
を
通
じ
て
理
解
し
た
の
か
、あ
る
い
は

ど
の
程
度
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
は
難
し
い
一
方
、謡
曲

家
に
総
合
的
に
働
き
か
け
、
音
階
の
普
及
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
観
世
左

近
（
二
四
世
）
で
あ
る
。
家
元
と
し
て
流
派
を
束
ね
て
空
前
の
繁
栄
へ
と
導
い
た
功
績
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、こ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
大
き
な
仕
事
が
「
節
の
統
一
」
と

呼
ば
れ
る
謡
い
方
改
革
で
あ
る
。
先
に
少
し
記
し
た
よ
う
に
「
正
し
い
」
謡
い
方
を
定

め
、
稽
古
を
通
じ
て
広
め
、
広
く
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
を
通
じ
て
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
。

ク
リ
音
・
ク
リ
節
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
余
念
が
な
く
、
早
く
も
大
正
一
〇
年

（
一
九
二
一
）
の
『
大
正
改
版
節
付
凡
例　

観
世
流
謡
本
正
本
』
の
出
版
に
際
し
て
別
冊

と
し
て
刊
行
し
た
『
大
正
改
版
節
付
凡
例　

観
世
流
謡
本
正
本
精
解
』
の
中
で
、次
の
よ

う
に
明
確
に
謡
い
方
を
定
め
て
い
る
。

ク
ル　
「
ク
リ
」
と
云
ふ
、
上
音
よ
り
浮
き
て
繰
り
上
ぐ
る
な
り
、
即
ち
上
音
よ

り
一
段
高
く
又
浮
き
を
半
音
と
せ
ば
一
段
半
高
く
繰
り
上
げ
る
な
り
、
剛
吟
に
あ
り

て
も
同
じ
な
れ
ど
も
音
強
き
故
に
柔
吟
程
の
音
階
を
謡
ひ
且
つ
耳
に
す
る
能
は
ず

此
の
所
以
は
時
を
待
ち
て
又
世
に
知
ら
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
〔
観
世　

一
九
二
一
：

九
―
一
〇
〕。

「
上
音
よ
り
一
段
高
く
又
浮
き
を
半
音
と
せ
ば
一
段
半
高
く
繰
り
上
げ
る
な
り
」
に
注

目
し
た
い
。
上
音
か
ら
上
ノ
浮
キ
ま
で
の
音
程
は
長
二
度
（
全
音
）
だ
か
ら
、そ
の
半
分

は
短
二
度
（
半
音
）
に
な
り
、上
か
ら
ク
リ
音
ま
で
の
音
程
は
短
三
度
と
な
る
。
こ
の
定

義
に
よ
っ
て
ク
リ
音
の
音
高
は
流
派
の
謡
い
方
規
則
と
し
て
固
定
さ
れ
、規
定
外
の
ク
リ

音
は

―
わ
ず
か
な
例
外
を
残
し
て

―
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

想
を
得
た
の
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
か
ら
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
頃
だ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
出
版
さ
れ
た
観
世
左
近
（
二
四
世
）
校
閲

に
よ
る
『
観
世
流
謡
の
節
扱
ひ
』
は
、ク
リ
節
の
謡
い
方
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

是
は
文
字
通
り
ク
ル
（
繰
ル
）
で
、
字
音
を
ク
リ
上
げ
る
意
で
あ
る
。
普
通
は
、

に
始
つ
て
数
箇
の
直
節
が
あ
り
、
而
し
て
後

か
或
は

を
以
つ
て
終

る
も
の
で
あ
る
。
但
し
二
音
に
限
る
ク
リ
は
間
に
直
節
が
無
い
。
此
普
通
の
ク
リ
は

柔
吟
の
場
合
に
は
上
音
よ
り
二
音
位
高
く
、
即
ち
ク
リ
の
音
位
迄
、
剛
吟
の
場
合
に

は
上
音
よ
り
一
音
位
高
く
、
即
ち
ク
リ
の
音
位
ま
で
、
何
れ
も
字
音
を
上
げ
る
の
で

あ
る
〔
神
田　

一
九
一
六
：
五
九
〕。

上
音
と
ク
リ
音
の
音
程
に
関
す
る
絶
対
的
な
定
め
が
な
い
。二
音
位
高
い
と
い
う
記
述

か
ら
、
ク
リ
音
の
高
さ
が
一
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
丸
岡
の
定
義
の
よ
う
に
固

定
さ
れ
た
音
程
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
、ま
だ
定
ま
っ
て
な
か
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
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『
大
正
改
版
節
付
凡
例　

観
世
流
謡
本
正
本
精
解
』
は
大
正
版
と
し
て
知
ら
れ
る
家
元

に
よ
る
檜
書
店
刊
行
の
謡
本
の
セ
ッ
ト
に
付
し
て
出
版
さ
れ
た
。大
正
後
期
か
ら
昭
和
前

期
に
か
け
て
用
い
ら
れ
た
謡
本
で
、
普
及
は
広
範
囲
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
後
昭
和
前

期
に
同
じ
く
家
元
に
よ
る
檜
書
店
刊
行
の
昭
和
版
と
し
て
知
ら
れ
る
謡
本
の
セ
ッ
ト
が

出
版
さ
れ
た
が
、こ
れ
に
も
大
正
版
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
『
昭
和
版
節
付
凡
例　

観
世
流
謡

本
正
本
解
説
』〔
観
世　

一
九
四
〇
〕
が
添
付
す
る
。
た
だ
し
、
出
版
が
戦
中
と
重
な
り

普
及
は
限
定
的
だ
っ
た
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
頃（12）
に
ニ
ッ
ト
ー
レ
コ
ー
ド
に
「
羽

衣
」
を
吹
き
込
ん
で
い
て
、
ク
リ
音
の
謡
い
方
を
音
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る

〔
観
世　
﹇
一
九
三
一
頃
﹈〕。

ま
ず
、「
七
宝
充
満
」
の
冒
頭
の
「
シ
」
は
正
確
に
フ
ァ
で
始
ま
り
、「
ポ
」
が
同
じ
高

さ
で
続
き
」、「
ジ
」
が
ミ
、「
ウ
」
が
再
び
フ
ァ
に
達
し
、
入
り
廻
し
の
「
マ
」
が
同
じ

高
さ
を
保
ち
、「
ン
」
が
「
レ
」
と
変
化
す
る
。「
愛
鷹
山
や
」
は
「
ア
」
が
ミ
、
ク
リ
音

の
「
シ
」
が
フ
ァ
、「
タ
」
が
こ
れ
を
引
き
継
ぎ
、
う
み
字
で
レ
に
下
降
し
、
次
の
ク
リ

節
に
続
く
。「
カ
」
は
上
音
の
レ
か
ら
始
ま
り
、
う
み
字
で
ミ
に
上
昇
し
、
ク
リ
音
の

「
ヤ
」
で
最
高
音
が
フ
ァ
に
再
び
達
し
、
同
じ
高
さ
で
入
り
廻
し
の
「
マ
」
が
続
き
、
う

み
字
、「
ヤ
」
で
レ
に
下
降
す
る
。
最
後
の
「
か
す
か
に
な
り
て
」
は
、「
カ
」
が
ミ
、
ク

リ
音
の
「
ス
」
が
フ
ァ
、
入
り
廻
し
の
「
カ
」
に
フ
ァ
が
一
瞬
聴
こ
え
、
う
み
字
で
レ
に

下
降
し
、「
ニ
」
で
レ
に
落
ち
着
く
。

音
階
を
意
識
し
た
端
正
な
謡
で
あ
り
、随
所
に
規
範
的
な
謡
い
方
を
心
が
け
て
い
る
観

が
あ
る
。
批
評
家
の
沼
艸
雨
は
、
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
謡
い
方
を
、「
流
儀
の
主
張

に
よ
っ
て
正
し
く
、い
か
に
も
教
科
書
の
よ
う
な
つ
も
り
で
吹
き
込
ん
で
お
り
ま
す
」〔
沼

艸
雨　

一
九
五
三
：
七
四
〕
と
評
し
た
。

な
お
、
興
味
深
い
の
は
、
先
代
家
元
の
清
廉
と
の
類
似
で
あ
る
。
両
者
の
謡
い
方
は
、

全
く
異
な
っ
て
聴
こ
え
る
。
晴
れ
や
か
な
清
廉
と
、重
厚
な
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
が
著
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
音
の
運
動
を
調
べ
る
と
、
両
者
の
違
い
は
ク

リ
音
の
音
程
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

ク
リ
音
の
最
高
音
を
フ
ァ
と
定
め
た
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
謡
い
方
は
伝
承
の
断
絶

だ
ろ
う
か
。
清
廉
の
謡
い
方
を
口
伝
で
引
き
継
ぐ
と
す
れ
ば
、
ク
リ
音
は
♯
フ
ァ
で
謡
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
試
み
は
伝
承
の
否
定
と

受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、謡
本
に
忠
実
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の

謡
い
方
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、両
者
の
謡
い
方
は
同
じ
に
な
る
。
謡
本
の
記
譜
法
は
ク
リ

音
の
音
高
を
定
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。明
治
後
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
謡
本
の
改
訂

が
大
い
に
進
展
し
、従
来
口
伝
と
し
て
処
理
し
て
い
た
部
分
の
多
く
が
書
き
記
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
際
に
も
、
ク
リ
音
の
有
無
、
あ
る
い
は
詞
章
の
ど
の
位
置
を
ク
リ
節
で
謡
う

の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
校
訂
が
試
み
ら
れ
た
一
方
、ク
リ
音
の
音
高
を
精
緻
に
定

め
る
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）
は
謡
曲
教
育
に
も
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
。『
能
楽
随
想
』

所
収
の
エ
ッ
セ
イ
「
謡
曲
の
稽
古
法
」
か
ら
の
引
用
だ
が
、次
の
項
目
に
注
意
す
る
こ
と

を
促
す
。
一
、
自
然
な
発
声　

二
、
明
瞭
な
発
音　

三
、
正
確
な
音
階　

四
、
正
確
な
節

扱　

五
、
正
確
な
拍
子　

六
、
正
確
な
曲
位
〔
観
世　

一
九
三
九
：
六
六
〕。 

ま
た
、
音

階
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

謡
曲
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
音
曲
に
お
い
て
そ
の
基
礎
と
な
る
の
は
音
階
で
あ

る
。
初
心
者
は
ま
づ
音
階
を
ハ
ツ
キ
リ
と
会
得
す
る
こ
と
に
努
力
を
傾
注
す
べ
き
で

あ
る
。
音
階
が
ハ
ツ
キ
リ
わ
か
り
も
し
な
い
う
ち
か
ら
、
こ
ま
か
い
節
扱
ひ
な
ど
を

覚
え
た
が
る
人
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
末
を
誤
つ
て
ゐ
る

―
中
略

―
音
階
が
完

全
に
腹
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
細
か
い
節
扱
ひ
の
研
究
に
入
る
が
よ
か
ら
う
。
ク
リ
、

入
リ
、
イ
ロ
、
ア
タ
リ
、
小
節
な
ど
の
扱
ひ
を
会
得
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
。
こ
の

研
究
が
一
通
り
出
来
れ
ば
、
先
づ
謡
の
外
形
だ
け
は
整
ふ
訳
で
あ
る
〔
観
世　

一
九
三
九
：
六
六
〕。

謡
曲
を
分
析
的
に
と
ら
え
、基
準
に
従
っ
て
個
々
の
要
素
を
き
ち
ん
と
習
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
節
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
、
音
階
に
習
熟
し
、
次
い
で
節
の
パ
タ
ー
ン
を
学



（
十
四
）
71

び
、
そ
の
後
、
細
部
に
向
か
う
と
い
う
手
順
が
推
奨
さ
れ
る
。
師
匠
の
謡
を
少
し
ず
つ
聴

き
覚
え
、最
終
的
に
全
体
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
初
世
万
三
郎
が
提
唱
し
た
従
来
の
稽
古

は
、
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
早
世
に

よ
っ
て
教
授
法
の
普
及
は
未
完
に
終
わ
っ
た
。

な
お
、
一
九
八
〇
年
に
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の
息
子
の
観
世
元
昭
（
昭
和
一
二
年

（
一
九
三
七
）
―
平
成
五
年
（
一
九
九
三
））
に
よ
っ
て
三
巻
組
の
『
観
世
流
謡
曲
入
門
講

座
』〔
観
世　
﹇
一
九
八
〇
﹈〕
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
、謡
本
、カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、『
大
成
版
観
世
流
初
心
謡
本
』
に
収
め
ら
れ
た
番
組
が
教
材

で
あ
る
。
教
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
横
譜
に
よ
っ
て
明
快
に
記
さ
れ
た
音
程
や（
譜
例
3

参
照
〔
観
世　

一
九
八
〇
：
一
一
二
〕（13）
）、
手
本
の
何
も
か
も
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
か
の
よ

う
に
聴
こ
え
る
初
学
者
の
た
め
の
教
本
的
な
音
例
は
〔
巻
末
譜
例
〕、
観
世
左
近
（
二
四

世
）
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
そ
の
ま
ま
形
に
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
な
お
、〔
譜
例
3
〕
は
教
材

テ
キ
ス
ト
か
ら
の
抜
粋
で
、
音
高
が
横
線
で
実
に
明
快
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め

ク
リ
音
に
注
目
し
て
近
代
の
謡
曲
に
お
け
る
音
組
織
の
変
化
を
検
証
し
て
き
た
。明
治

期
末
の
謡
い
方
、
丸
岡
桂
に
よ
る
音
階
理
論
の
構
築
と
普
及
、
観
世
左
近
（
二
四
世
）
の

改
革
の
検
討
か
ら
、
音
階
概
念
の
浸
透
と
ク
リ
節
の
再
編
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
世
万
三
郎
と
銕
之
丞
（
七
世
）
の
謡
い
方
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
自
在
に
変
化
す
る
ク
リ

節
は
、
音
階
概
念
の
浸
透
と
と
も
に
一
定
の
最
高
音
で
謡
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
観
世

左
近
（
二
四
世
）
が
、
決
定
的
に
上
音
か
ら
短
三
度
に
と
ら
れ
た
最
高
音
を
提
唱
し
、
広

く
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。

〔譜例３〕　「羽衣」キリの抜粋、観世元昭『観世流謡曲入門講座』
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最
初
の
問
い
に
戻
る
と
、
近
代
の
謡
曲
に
お
け
る
音
組
織
の
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
音
階
の
変
化
で
は
な
く
、
節
と
音
階
の
双
方
か
ら
音
組
織
を
一
望
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
初
世
万
三
郎
と
銕
之
丞
（
七
世
）
は
ク
リ
節
に
よ
る
音
の
組

織
化
を
重
視
し
、他
方
で
観
世
左
近
（
二
四
世
）
は
音
階
構
成
音
で
ク
リ
節
を
謡
う
こ
と

を
提
唱
し
た
が
、両
者
を
評
価
す
る
た
め
に
は
音
階
と
節
の
二
つ
の
方
向
か
ら
議
論
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、ク
リ
節
と
音
階
概
念
の
両
方
を
包
括

す
る
丸
岡
桂
に
よ
る
理
論
化
の
試
み
は
、明
治
期
末
以
降
の
謡
曲
家
達
へ
の
音
階
概
念
の

円
滑
な
浸
透
を
促
し
、観
世
左
近
（
二
四
世
）
に
よ
る
節
の
統
一
を
準
備
し
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。均
質
な
音
高
の
ク
リ
音
で
謡
曲
の
音
組
織
を
構
成
す
る
こ
と
の

普
及
は
、明
治
以
来
急
速
に
広
ま
っ
た
唱
歌
や
軍
歌
と
い
っ
た
西
洋
音
楽
に
由
来
す
る
歌

の
浸
透
に
並
行
し
て
生
じ
た
謡
曲
家
の
音
高
に
関
す
る
好
み
の
変
化
に
基
づ
い
た
も
の

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、『
観
世
流
改
訂
謡
本
別
巻
』
の
熱
狂
的
な
普
及
や

後
続
す
る
独
習
書
の
浸
透
は
、近
代
を
生
き
る
謡
曲
家
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
合
理
的

な
謡
曲
稽
古
を
希
求
し
た
現
れ
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。大
き
な

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

な
お
、音
階
か
ら
謡
曲
の
音
組
織
を
一
望
す
る
議
論
の
否
定
を
近
世
や
中
世
に
拡
張
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、明
治
期
末
の
謡
の

在
り
方
を
知
る
資
料
が
少
な
す
ぎ
る
と
い
う
解
決
で
き
な
い
問
題
点
あ
る
。
ま
た
、明
治

期
末
は
ク
リ
音
の
音
位
が
♯
フ
ァ
か
ら
フ
ァ
に
移
行
す
る
過
渡
期
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
初

世
万
三
郎
や
銕
之
丞
（
七
世
）
の
よ
う
な
謡
い
方
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る

確
か
な
根
拠
が
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
に
は
、
上
音
か
ら
長
三

度
上
の
ク
リ
音
が
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
ク
リ
節
を
音
階
の
頸
木
か
ら
解
き
放
つ
な
ら
ば
、
明
治
期
末
の
ク
リ
節
の

持
っ
て
い
た
、
詞
章
に
寄
り
添
い
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
生
成
さ
れ
る
上
音
域
の
最
低
音

か
ら
最
高
音
へ
と
向
か
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
繰
り
上
げ
る
運
動
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。ク
リ
音
の
音
程
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
曲
に
陰
影
を
つ
け
る
技
法
を
追
求

す
る
な
ら
ば
、
謡
曲
の
表
現
は
よ
り
一
層
可
能
性
を
増
す
に
違
い
な
い
。

付
記　

・
原
則
と
し
て
新
字
体
と
新
仮
名
遣
い
を
使
用
し
た
が
、固
有
名
詞
や
引
用
文
は
そ
の
限

り
で
な
い
。

・
著
者
に
よ
る
補
筆
は ﹇  

﹈ 

で
示
し
た
。

・
二
〇
二
〇
年
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
音
曲
技
法
書
（
伝
書
）
の
総
合
的
研
究
」
研
究

代
表
者
藤
田
隆
則
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
）
の
研
究
成
果

を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く
感
謝
し
た
い
。

・
執
筆
に
当
た
っ
て
椙
山
女
学
園
大
学
飯
塚
恵
理
人
教
授
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ア
ー
カ
イ
ヴ
「
恵
理
人
の
小
屋
」
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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厚
く
感
謝
し
た
い
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
蔓
延
の
た
め
に
図
書
館
の
使
用
に
制
限
が
あ
り
、十
分
な
資
料

調
査
が
で
き
な
か
っ
た
。議
論
は
強
い
影
響
力
を
持
つ
謡
曲
家
の
謡
い
方
や
強
い
影
響
力

を
持
つ
書
物
を
巡
る
段
階
に
と
ど
ま
り
、具
体
的
な
普
及
の
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
に
及
ん
で

い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注1　
〔
横
道　

一
九
八
六
：
七
八
―
七
九
〕
を
参
考
に
し
て
作
成
。

2　
〔
観
世
清
廉　

二
〇
一
六
〕
所
収
の
観
世
清
廉
に
よ
る
「
松
風
」
に
は
上
音
か
ら
完
全
四
度
上
の
ク
リ

音
が
認
め
ら
れ
る
〔
丹
羽　

二
〇
一
二
：
八
一
〕
参
照
。

3　
〔
宝
生
新　

二
〇
一
五
〕
宝
生
新
に
よ
る
「
羽
衣
」
の
キ
リ
に
は
上
音
か
ら
完
全
五
度
上
の
ク
リ
音
が

頻
出
す
る
。〔
巻
末
譜
例
〕
参
照
。

4　
〔
大
谷
節
子
、
松
居
郁
子　

二
〇
一
二
〕、〔
高
橋　

二
〇
一
六
〕
を
参
照
。

5　

近
年
の
節
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
〔
藤
田
、
上
野　

二
〇
一
二
〕
を
参
照
。

6　

丸
岡
桂
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
は
、〔
上
野　

二
〇
一
九
〕
を
参
照
。
昭
和
前
期
の
観
世
左
近
（
二
四

世
）
に
よ
る
節
の
統
一
及
び
謡
曲
の
普
及
は
〔
飯
塚　

一
九
九
九
〕、〔
表
章　

二
〇
〇
八
〕
等
を
参

照
。

7　

た
と
え
ば
、〔
高
橋　

二
〇
一
九
〕
等
が
あ
る
。

8　

詳
細
は
〔
寺
内　

二
〇
〇
二
：
一
三
二
―
一
三
六
〕
を
参
照
。

9　

詳
細
は
〔
小
野　

二
〇
一
六
：
一
六
―
一
八
〕
を
参
照
。
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10　

h
ttp

:/
/

w
w

w
.k

-p
ac.o

rg
/

k
y
o

te
n

/
w

p
-co

n
te

n
t/

th
e
m

e
s/

k
y
o

te
n

/
p

d
f/

list.p
d

f

参
照
。
二
〇
二
一

年
一
月
三
〇
日
に
閲
覧
。

11　
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参
照
。

二
〇
二
一
年
一
月
に
閲
覧
。

12　

レ
コ
ー
ド
の
出
版
年
の
典
拠
は
〔
沼
艸
雨　

一
九
五
三
〕
に
よ
る
。

文
献
表

飯
塚
恵
理
人　

一
九
九
九　
『
近
世
能
楽
史
の
研
究
東
海
地
域
を
中
心
に
』、
東
京
、
雄
山
閣
出
版
。

上
野
正
章　

二
〇
一
九　
「
明
治
後
期
に
お
け
る
直
シ
入
り
謡
本
の
普
及
に
つ
い
て　

丸
岡
桂
の
仕
事
を

中
心
に
」『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
八
五
号
、
東
洋
音
楽
学
会
、
一
―
二
〇
頁
。

梅
若
万
三
郎
﹇
初
世
﹈　

 

一
九
四
六　
『
万
三
郎
芸
談
』、
大
阪
、
積
善
館
。

梅
若
万
三
郎
﹇
初
世
﹈　

一
九
一
五　
『
う
た
ひ
の
姿　

花
の
巻
』、
東
京
、
わ
ん
や
江
島
伊
兵
衛
。

大
谷
節
子
、
松
居
郁
子　

二
〇
一
二　
「
京
観
世
謡
伝
書
『
そ
な
へ
は
た
』
解
題
と
翻
刻
」『
神
戸
女
子
大

学
文
学
部
紀
要
』
第
四
五
巻
、
一
五
―
三
九
頁
。

小
野
迪
孝　

二
〇
一
六　
「
能
楽
の
出
張
録
音
に
つ
い
て　

付
属
CD
に
寄
せ
て
」『
花
も
よ　

能
と
狂
言
総

合
誌
』
第
二
六
号
、
一
六
―
一
八
頁
。

表
章　

二
〇
〇
八　
『
観
世
流
史
参
究
』、
東
京
、
檜
書
店
。

観
世
清
廉　

一
九
〇
三　
「
発
音
の
話
」『
能
楽
』
第
一
巻
第
一
八
号
、
三
〇
―
三
二
頁
。

観
世
清
廉
・
橋
岡
久
太
郎
、
囃
子
：
一
曾
米
次
郎
、
幸
清
次
郎
、
川
崎
利
吉
（
九
淵
）、・
観
世
元
規　

一
九
〇
五　
『﹇
羽
衣
﹈』
米C

o
lu

m
b

ia

、
レ
コ
ー
ド
一
枚
、C

o
lu

m
b

ia　

二
三
七
七
。

観
世
清
廉　

二
〇
一
六　
「
羽
衣
」『
日
本
初
〝
出
張
録
音
〞
の
栄
光
』
花
も
よ
編
集
室
編
、
花
も
よ
編
集

室
制
作
、
ぶ
ん
が
く
社
発
売
、
CD
一
枚
、m

o
y
o

一
六
―
〇
四
五
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）　

出
版
年
不
明　
『
観
世
左
近
謡
曲　

羽
衣
』
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
、
レ
コ
ー
ド
一
枚
、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
〇
三
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）　
﹇
一
九
三
一
頃
﹈　
『
羽
衣　

十
』
ニ
ッ
ト
ー
レ
コ
ー
ド
、
レ
コ
ー
ド
一
枚
、
ニ
ッ

ト
ー　

三
九
九
五
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）　

一
九
三
九　
『
能
楽
随
想
』、
東
京
、
河
出
書
房
。

観
世
左
近
（
二
四
世
）　

一
九
四
〇　
『
昭
和
版
節
付
凡
例　

観
世
流
謡
本
正
本
解
説
』、
東
京　

檜
書
店
。

観
世
銕
之
丞　

出
版
年
不
明　
『
観
世
流
謡
曲　

祝
言
小
謡
集　

独
吟
：
観
世
銕
之
丞
』
能
楽
名
盤
会
、
レ

コ
ー
ド
一
枚
、
Ｎ
Ｃ
五
五
〇
〇
七
。

観
世
元
昭
﹇
述
﹈　
﹇
一
九
八
〇
﹈　
「
羽
衣
（
講
座
）
そ
の
四　

指
導
テ
ー
プ
」『
観
世
流
謡
曲
入
門
講
座　

初
心
中
巻　

竹
生
島　

経
正　

羽
衣　

猩
々
』キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
、カ
セ
ッ
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Reorganization of Tune 
On the permeation of the concept of musical scale 

in modern yōkyoku

UENO Masaaki

Yokomichi Mario examined the sound organization of yōkyoku over the past six hundred years and proposed that 

musical scales change. However, bearing in mind that the concept of musical scales began to spread in the modern era, it 

may be somewhat unreasonable to attempt to survey the sound organization of yōkyoku through musical scales. This paper 

focuses on the change of the kuri-note in the modern yowagin scale, and attempts to depict the change of sound 

organization from two directions, tune and scale.

First, I will clarify the normative pitch of the kuri-note in the Meiji period from past recordings. By comparing the 

chanting styles, I will show that some yōkyokuka chanted in kuri-note, which is a semitone higher than the present, and 

some yōkyokuka chanted with an awareness of tunes. Next, I will discuss the dissemination of the concept of musical scale 

through the publishing activities of Maruoka Katsura. He recommended a theoretical understanding of yōkyoku and 

attempted a moderate permeation of the concept of a musical scale through yōkyoku culture. Finally, I will discuss the 

“ unification of tunes ” by Kanze Sakon XXIV. He grounded the concept of musical scale in chanting yōkyoku, defined the 

pitch of kuri-note, and vigorously promoted the “ correct ” way of chanting.

In the conclusion, it will be shown that changes in the sound organization of yōkyoku in modern Japan are 

characterized by the reorganization of the tune concept and the gradual diffusion of the scale concept.

Keywords: History of Modern Japanese Music, Noh text, Noh Play, Notation, Kanze School


