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は
じ
め
に

　

歌
舞
伎
は
オ
ペ
ラ
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
能
の
よ
う
な
音
楽
劇
で
は
な
い
が
、
音
楽
を
極
め
て
多
用
す
る
演
劇
で
あ
る
。
歌
舞
伎
音
楽
の

う
ち
、
舞
踊
を
除
く
、
い
わ
ゆ
る
芝
居
と
し
て
の
歌
舞
伎
を
支
え
る
の
は
主
と
し
て
「
黒く

ろ
み
す

御
簾
音
楽）

1
（

」
と
「
竹た

け
も
と本

（
義ぎ

だ
ゆ
う

太
夫
節ぶ

し

）」）
2
（

と
い

う
二
種
類
の
劇
音
楽
で
あ
る
（
他
に
余よ

所そ

事ご
と

浄じ
ょ
う

瑠る

璃り

と
し
て
の
清
元
節
な
ど
）。
前
者
は
、
音
楽
に
よ
っ
て
情
景
や
人
物
像
を
描
写
し
た

り
、
劇
中
の
効
果
音
を
担
っ
た
り
す
る
も
の
で
、
他
の
演
劇
や
映
画
の
劇
伴
に
近
い
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
舞

台
下
手
の
「
黒
御
簾
」
の
中
で
演
奏
さ
れ
、
観
客
か
ら
は
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
も
劇
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
だ
ろ
う
。
後
者

は
、
享
保
・
宝
暦
期
ご
ろ
（
一
七
一
六
～
一
七
四
〇
）
か
ら
人
形
浄
瑠
璃
の
作
品
や
ほ
か
の
演
技
様
式
と
と
も
に
歌
舞
伎
に
移
入
さ
れ
た

音
楽
（
浄
瑠
璃
）
で
あ
る
。
三
味
線
に
よ
る
旋
律
も
聞
か
せ
る
が
、
む
し
ろ
言
葉
を
伴
っ
た
「
語
り
」
と
し
て
情
景
や
人
物
の
心
情
を
描

写
し
、
と
き
に
セ
リ
フ
の
一
部
を
担
う
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
「
黒
御
簾
音
楽
」
と
「
竹
本
」
に
よ
る
音
楽
演
出
の
手
法
は
、
近
代
の
新
演
劇
の
類
や
映
画
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
歌
舞

伎
＝「
旧
」
に
対
す
る
形
で
「
新
」
を
掲
げ
て
興
っ
た
諸
演
劇
の
う
ち
、
先
駆
的
な
存
在
と
し
て
昭
和
時
代
ま
で
高
い
人
気
を
獲
得
し
た

劇
音
楽
の
表
現

―
歌
舞
伎
と
新
演
劇
の
日
清
戦
争
劇
を
例
に
―

土　
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の
が
川
上
音
二
郎
（
一
八
六
四
～
一
九
一
一
）
の
書
生
芝
居
を
源
流
と
す
る
「
新し

ん
ぱ派

（
新
派
劇
）」
で
あ
る
。
新
派
は
、
旧
派
と
し
て
の

歌
舞
伎
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
示
し
た
ジ
ャ
ン
ル
名
だ
が
、
実
際
に
は
歌
舞
伎
と
近
い
関
係
を
保
ち
な
が
ら
今
日
ま
で
歩
ん
で
き

た
。
音
楽
演
出
も
例
外
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
か
ら
多
く
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
新
派
独
自
の
様
式
を
築
い
た
。
一
方
で
、
歌
舞
伎
も
新
派

か
ら
新
し
い
音
楽
演
出
を
学
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
歌
舞
伎
と
川
上
の
演
劇
と
に
お
け
る
音
楽
演
出
を
比
較
す
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、
両
者
が
競
っ
て
上
演

し
た
日
清
戦
争
劇
で
あ
る
。
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
夏
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て
起
こ
っ
た
日
清
戦
争
は
、
近
代
日
本
に
と
っ
て

の
最
初
の
対
外
戦
争
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
歌
舞
伎
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
数
々
の
新
演
劇
が
こ
れ
を
こ

ぞ
っ
て
劇
化
し
、
国
粋
主
義
的
な
機
運
を
高
め
る
の
に
一
役
を
担
っ
た
。
戦
争
劇
ブ
ー
ム
の
中
で
、
川
上
が
上
演
し
た
『
快
絶
壮
絶
日
清

戦
争
』（
以
下
『
日
清
戦
争
』）
が
歌
舞
伎
を
圧
倒
す
る
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
観
客
動
員
の
点
で
新
派
に
大
き
く

溝
を
あ
け
ら
れ
た
歌
舞
伎
は
、
近
代
の
戦
争
を
脚
色
す
る
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
一
般
的
に
は
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時

の
記
録
を
よ
く
見
て
み
る
と
一
概
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
埋
忠
美
沙
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

3
（

。
本
稿
で
は
、

川
上
の
演
劇
と
歌
舞
伎
に
お
け
る
日
清
戦
争
劇
の
音
楽
演
出
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
両
者
の
類
似
性
を
探
っ
て
み
た

い
。

歌
舞
伎
音
楽
と
近
代
の
歌
舞
伎

　

歌
舞
伎
の
黒
御
簾
音
楽
に
は
数
々
の
「
決
ま
り
ご
と
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
歌
舞
伎
音
楽
と
し
て
の
特
殊
性
を
形
作
っ
て
い
る
。
最
大

の
特
徴
は
、
黒
御
簾
音
楽
が
千
を
超
え
る
と
い
わ
れ
る
膨
大
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
有
し
、
多
く
の
曲
の
用
途
や
機
能
が
予
め
決
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
大
名
な
ど
の
立
派
な
邸
宅
の
一
室
（
御
殿
と
呼
ば
れ
る
）
で
使
わ
れ
る
曲
、
海
辺
を
表
す
曲
、
人

物
が
急
い
で
い
る
と
き
に
使
う
曲
、
相
手
を
諭
す
セ
リ
フ
に
使
わ
れ
る
曲
、
幽
霊
が
出
る
場
面
の
曲
、
立
回
り
用
の
曲
、
と
い
う
よ
う
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に
。
こ
の
用
途
や
機
能
が
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
複
雑
な
も
の
な
の
だ
が
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
歌
舞
伎
と
い
う
様
式

を
持
っ
た
演
劇
に
お
い
て
、
音
楽
演
出
が
作
品
の
類
型
（
パ
タ
ー
ン
）
や
、
場
面
の
類
型
、
人
物
像
や
演
技
様
式
の
類
型
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
御
殿
の
場
面
を
表
す
曲
が
数
種
類
あ
る
の
は
、
歌
舞
伎
に
そ
う
し
た
場
面
が
非
常
に
多
い
た
め
で
あ

り
、
立
回
り
の
曲
に
種
類
が
多
い
の
も
、
歌
舞
伎
が
様
々
な
種
類
の
立
回
り
を
一
つ
の
見
せ
場
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
例

え
ば
、
女
が
男
に
愛
想
尽
か
し
を
す
る
「
縁
切
り
の
セ
リ
フ
」
に
使
わ
れ
る
曲
や
、
瀕
死
の
傷
を
負
っ
た
人
物
が
心
情
を
吐
露
す
る
「
手

負
い
の
セ
リ
フ
」
に
使
わ
れ
る
曲
が
あ
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
場
面
が
類
型
的
な
場
面
と
し
て
（
有
り
体
に
言
え
ば
、
よ
く
あ
る
場
面
と

し
て
）
歌
舞
伎
作
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
実
態
は
明
治
と
い
う
新
時
代
を
迎
え
る
と
変
化
を
迫
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
心
中
事
件
や
大
名
家
の
家
督
争
い

な
ど
大
衆
に
注
目
さ
れ
る
事
件
を
脚
色
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
き
た
歌
舞
伎
は
、
明
治
時
代
を
迎
え
る
と
時
事
ネ

タ
を
元
に
し
た
新
し
い
作
品
を
次
々
と
手
が
け
た
。
戊
辰
戦
争
や
西
南
戦
争
、
海
外
か
ら
来
日
し
た
曲
芸
も
劇
化
さ
れ
た
。
大
き
な
事
件

で
は
な
く
と
も
文
明
開
化
期
を
舞
台
と
す
る
「
散ざ

ん
ぎ
り
も
の

切
物
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
も
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
駅
、
学
校
、
裁
判

所
な
ど
旧
来
の
歌
舞
伎
に
は
な
い
場
面
が
登
場
し
、
劇
中
で
鳴
り
響
く
音
も
軍
隊
の
ラ
ッ
パ
、
汽
笛
、
礼
拝
堂
の
音
楽
と
い
う
よ
う
に
多

様
化
す
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
音
楽
演
出
と
し
て
も
旧
来
の
決
ま
り
ご
と
の
範
疇
を
超
え
た
手
法
や
選
曲
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
は
い
え
、
全
て
が
新
し
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
竹
本
（
義
太
夫
節
）
に
よ
る
語
り
も
依
然
健
在
で
あ
っ
た
し
、
黒
御
簾
音
楽

も
新
旧
の
手
法
を
巧
み
に
取
り
混
ぜ
て
近
代
の
世
相
を
舞
台
上
に
再
現
し
た
。

　

明
治
二
十
一
（
一
八
八
七
）
年
四
月
、
中
村
座
で
初
演
さ
れ
た
『
月つ

き
と

梅う
め

薫か
お
る

朧お
ぼ
ろ

夜よ

』
と
い
う
散
切
物
の
例
を
少
し
挙
げ
て
み
よ
う
。

実
際
に
起
き
た
殺
人
事
件
を
脚
色
し
た
作
品
だ
が
、
長
屋
の
場
面
で
は
〽
慕し

と

ふ
心
の
歌
詞
で
始
ま
る
〈
稽
古
唄
〉
で
町
家
を
描
写
し
、
池

上
温
泉
の
場
で
は
〈
流
行
唄
〉
と
〈
題
目
太
鼓）

4
（

〉
の
組
合
せ
や
〈
相
撲
甚
句
〉
で
酒
宴
の
賑
わ
い
を
描
写
す
る
。
縁
切
り
の
場
面
に
は

〈
桐
の
雨
合
方
〉、
夜
の
街
に
は
〈
新
内
流
し
〉
と
い
う
よ
う
に
極
め
て
常
套
的
な
（
決
ま
り
ご
と
に
則
っ
た
）
黒
御
簾
音
楽
の
使
用
が
見



40

ら
れ
る
。
ま
た
、
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
自
首
を
前
に
父
親
と
の
別
れ
を
見
せ
る
と
こ
ろ
で
は
、
竹
本
（
義
太
夫
節
）
を

使
っ
て
愁
嘆
場
を
演
出
す
る
。
竹
本
を
用
い
た
愁
嘆
場
も
歌
舞
伎
で
は
お
決
ま
り
の
手
法
で
あ
る
。
一
方
で
、
軍
隊
の
音
が
聞
こ
え
て
く

る
と
い
う
想
定
で
〈
調
練
の
合
方）

5
（

）〉
と
〈
ラ
ッ
パ
〉
を
使
っ
た
り
、〈
汽
車
笛
〉
が
聞
こ
え
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
警
察
署

の
場
で
〈
ボ
ン
ボ
ン
時
計
〉
を
使
っ
た
り
し
て
、
上
演
当
時
の
「
新
し
い
」
音
を
使
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
新
時
代
の
音
」
と
旧
来
の

歌
舞
伎
手
法
を
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
実
際
に
も
新
旧
の
音
（
例
え
ば
民
家
か
ら
聞
こ
え
る
三
味
線
の
音
と
汽
笛
）
が
混

ざ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
当
時
の
音
環
境
を
舞
台
上
に
再
現
し
て
い
る
。
観
客
た
ち
は
ラ
ッ
パ
や
汽
笛
が
歌
舞
伎
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
「
新
し

さ
」
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
実
際
の
音
が
舞
台
に
再
現
さ
れ
る
写
実
味
も
味
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

川
上
の
演
劇
に
お
け
る
音
楽
演
出
（
日
清
戦
争
劇
以
前
）

　

川
上
音
二
郎
は
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
八
月
三
十
一
日
に
初
日
を
開
け
た
『
日
清
戦
争
』
の
大
成
功
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の

三
年
前
の
明
治
二
十
四
年
六
月
に
中
村
座
で
本
格
的
な
東
京
進
出
を
果
た
し
（
明
治
二
十
三
年
九
月
に
開
盛
座
で
興
行
あ
り
）、
上
演
を

重
ね
て
い
た
。
二
十
五
年
に
は
神
風
連
の
乱
（
明
治
六
年
）
を
脚
色
し
た
『
ダ
ン
ナ
ハ
イ
ケ
ナ
イ
ワ
タ
シ
ハ
テ
キ
ズ
』
を
市
村
座
で
上
演

す
る
。
日
清
戦
争
劇
を
見
る
前
に
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
台
帳
を
も
と
に
本
作
に
お
け
る
音
楽
演
出
に
触
れ
て
お
き
た
い）

6
（

。

　

例
と
し
て
第
三
幕
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。
場
面
は
「
鶯
笛
静
な
る
本
調
子
の
合
方
に
て
道
具
留
る
」
と
始
ま
る
。
鶯
笛
は
歌
舞
伎
で

は
小
道
具
方
が
担
当
す
る
が
、
そ
の
名
の
通
り
鶯
の
鳴
き
声
を
模
し
た
笛
。〈
本
調
子
の
合
方
〉
は
、
武
家
屋
敷
な
ど
で
使
わ
れ
る
三
味

線
に
よ
る
黒
御
簾
の
定
番
曲
で
あ
る
。
続
い
て
「
ト　

直
に
下
座
の
独
吟
に
成
り
」
と
あ
り
、
黒
御
簾
の
唄
方
が
一
人
で
歌
声
を
聴
か
せ

る
「
独ど

く
ぎ
ん吟

」
を
用
い
る
。
独
吟
は
黒
御
簾
の
演
奏
手
法
の
一
つ
で
、
し
ん
み
り
し
た
場
面
で
演
奏
さ
れ
る
。
夫
を
失
っ
た
妻
が
嘆
く
こ
の

場
面
に
即
し
て
使
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
、〈
替か

わ
っ

た
合
方
〉
と
い
う
三
味
線
の
曲
が
「
あ
な
た
様
は
ナ
ァ
」
で
始
ま
る
相
手
を

諭
す
セ
リ
フ
に
使
わ
れ
る
な
ど
、
定
番
の
曲
が
常
套
的
な
手
法
で
演
奏
さ
れ
る
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
竹
本
（
義
太
夫
節
）
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を
表
す
「
床ゆ

か

」
の
記
載
も
見
ら
れ
、
古
風
な
印
象
を
与
え
る
竹
本
を
川
上
の
演
劇
で
も
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
幕
切
に
は

「
ド
ン
チ
ャ
ン
ラ
ッ
パ
を
交
ぜ
た
る
烈
し
き
鳴
物
に
て
幕
」
と
あ
り
、〈
ド
ン
チ
ャ
ン
〉
と
い
う
黒
御
簾
の
鳴
物
と
「
ラ
ッ
パ
」
と
い
う
西

洋
楽
器
を
組
み
合
わ
せ
て
戦
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。〈
ド
ン
チ
ャ
ン
〉
と
は
〈
遠と

お
よ
せ寄

〉
と
も
呼
ば
れ
る
戦
の
様
子
を
表
す
黒
御
簾
音

楽
で
、
大
太
鼓
と
銅
鑼
を
組
み
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
。
時
代
物
に
も
使
わ
れ
る
古
典
的
な
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
と
ラ
ッ
パ
と
い
う
西
洋
楽

器
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
が
、
ラ
ッ
パ
の
使
用
は
こ
れ
に
先
駆
け
て
歌
舞
伎
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
埋
忠
美
沙
に

よ
れ
ば）

7
（

、
西
南
戦
争
を
描
い
た
『
西お

き
げ
の
く
も

南
雲
晴は

ろ
う

朝あ
さ

東ご

風ち

』（
明
治
十
一
（
一
六
七
八
）
年
二
月
新
富
座
）
で
既
に
戦
場
の
描
写
と
し
て
「
砲

弾
」「
ラ
ッ
パ
」「
号
令
」「
行
進
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

以
上
、
こ
の
第
三
幕
の
例
か
ら
は
、
こ
の
作
品
の
音
楽
演
出
は
多
分
に
歌
舞
伎
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
幕
に
つ
い
て
も
使
用

す
る
曲
数
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
手
法
や
選
曲
は
歌
舞
伎
と
変
わ
ら
な
い
。
黒
御
簾
音
楽
を
存
分
に
い
か
し
て
場
面
の
情
景
や
人
物
の

セ
リ
フ
を
形
容
し
、
床
の
浄
瑠
璃
と
し
て
の
竹
本
も
用
い
て
い
る
。
幕
切
に
ラ
ッ
パ
を
用
い
て
い
る
こ
と
以
外
は
、
旧
来
の
歌
舞
伎
と
変

わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
の
川
上
の
演
劇
に
お
け
る
音
楽
演
出
は
、
歌
舞
伎
か
ら
ま
だ
脱
却
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

川
上
の
演
劇
に
お
け
る
音
楽
演
出
（
日
清
戦
争
劇
）

　

川
上
に
よ
る
『
日
清
戦
争
』
は
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
八
月
三
十
一
日
の
浅
草
座
で
幕
を
開
け
た
。
日
清
戦
争
劇
と
し
て
は

最
も
早
い
。
日
置
貴
之
に
よ
れ
ば）

8
（

、
そ
の
後
、
後
述
の
『
海
陸
連
勝
日
章
旗
』（
十
月
二
十
八
日
初
日
・
歌
舞
伎
座
）
ま
で
の
二
か
月
の

間
に
十
七
作
品
も
の
日
清
戦
争
劇
が
東
京
、
横
浜
、
大
阪
、
京
都
の
各
劇
場
で
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
川
上
の
成
功
を
受
け
、
歌
舞
伎
と

新
演
劇
が
競
っ
て
舞
台
化
し
た
形
だ
。
こ
こ
で
は
、
戦
争
劇
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
『
日
清
戦
争
』
の
音
楽
演
出
を
台
帳
の
記
載
か
ら
探
っ

て
み
た
い）

9
（

。
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序
幕
「
黄
河
口
日
軍
々
営
の
場
」
は
、
軍
営
で
休
息
す
る
兵
た
ち
が
戦
へ
出
か
け
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
幕
明
は
「
風
の
音
演
習
ラ
ッ

パ
の
音
に
て
幕
明
く
」
と
あ
る
。〈
風
音
〉
は
大
太
鼓
に
よ
る
歌
舞
伎
手
法
の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
「
折
か
ら
風
音
ニ
ナ
リ

下
手
よ
り
兵
壱
人
走
り
出
で
」
と
い
う
使
い
方
も
、
歌
舞
伎
と
一
致
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
以
降
は
、
台
帳
上
に
音
楽
関
連
の
記
述

は
幕
切
ま
で
見
ら
れ
な
い
（
実
際
に
は
何
ら
か
の
演
奏
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
）。
幕
切
は
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
（
音
楽
・
効
果
音

を
表
す
部
分
に
傍
線
を
付
し
た）

（1
（

）。

水　

田�

実
に
感
偑
い
た
し
ま
し
た

�

　
　

ト　

此
時
又
々
進
軍
の
喇
叭
激
し
く
な
る　

こ
れ
に
て
皆
々
立
上
る

植　

嶋�

進
軍
の
号
令

山　

内�

ハ
ッ

�

ト　

ラ
ッ
パ
を
吹
く
こ
れ
と
同
時
上
手
よ
り
兵
卒
軍
馬
を
引
出
す　

皆
々
勇
ま
し
き
用
意
砲
声
烈
し
く

�

ド
ン
チ
ャ
ン
様
の
鳴
物
に
て
幕

　

使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
ッ
パ
、
砲
声
、
そ
し
て
〈
ド
ン
チ
ャ
ン
様
の
鳴
物
〉
で
あ
る
。「
〇
〇
様よ

う

」
と
は
元
の
曲
、
こ
の
場
合
は

〈
ド
ン
チ
ャ
ン
〉
を
少
し
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
い
う
意
味
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、〈
ド

ン
チ
ャ
ン
様
の
鳴
物
〉
と
い
う
旧
来
の
手
法
と
、
ラ
ッ
パ
や
砲
声
と
い
う
近
代
の
新
し
い
音
を
組
み
合
わ
せ
て
使
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
先
述
し
た
二
作
品
の
例
と
も
類
似
す
る
。

　

続
く
二
幕
目
以
降
の
台
帳
に
見
ら
れ
る
音
楽
関
連
の
記
載
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
場
名
は
台
帳
に
従
っ
た
）。
な
お
、
実
際
の
舞
台

で
は
台
帳
の
記
載
以
外
に
も
音
楽
や
効
果
音
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
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二
幕
目　
「
北
京
城
外
関
門
の
場
」�

幕
明　
〈
楽
隊
の
鳴
物
〉

�

人
物　
（
李
将
軍
）
登
場　

鳴
物
（
曲
名
不
明
）

�

幕
切　
〈
時
の
太
鼓
〉

返
し
幕�

な
し

三
幕
目　
「
支
那
中
央
電
信
局
の
場
」�

幕
明　
〈
時
計
の
音
〉

四
幕
目　
「
北
京
城
内
軍
獄
の
場
」�

幕
明　
〈
時
の
鐘
〉

�

人
物　
（
下
手
人
）
登
場
〈
時
の
鐘
〉〈
凄
味
合
方
〉

五
幕
目　
「
李
鴻
章
面
前
痛
論
の
場
」�

幕
明　
〈
唐
楽
様
の
静
な
る
合
方
〉

�

人
物　
（
李
将
軍
）
登
場
〈
時
計
の
音
〉〈
楽
様
の
鳴
物
〉

�
幕
切　
〈
ド
ン
チ
ャ
ン
〉・〈
砲
声
〉
激
し
き
鳴
物

大
詰　
　
「
日
軍
大
進
撃
の
場
」�
幕
明
以
下　
〈
砲
声
〉
多
数

�

幕
切　
〈
軍
楽
〉

　

台
帳
の
記
載
か
ら
読
み
と
る
限
り
で
は
、
本
作
品
で
は
人
物
の
登
場
シ
ー
ン
に
音
楽
を
用
い
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
人
物
の

退
場
に
は
例
が
な
く
、
さ
ら
に
セ
リ
フ
に
弾
く
合
方
も
記
載
が
な
い
こ
と
は
着
目
し
て
お
き
た
い
。
選
曲
に
目
を
向
け
る
と
、
序
幕
の

〈
ラ
ッ
パ
（
進
軍
喇
叭
）〉
も
含
め
、
古
典
的
で
な
い
音
は
意
外
に
も
〈
楽
隊
〉〈
砲
声
〉〈
軍
楽
〉
の
み
で
あ
る
。
ラ
ッ
パ
や
砲
声
が
早
い

段
階
か
ら
戦
争
劇
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
楽
隊
や
軍
楽
が
ど
の
よ
う
な
演
奏
を
聞
か
せ
た
か
は
興
味
深
い
。
一

方
、
序
幕
の
〈
風
音
〉
や
〈
ド
ン
チ
ャ
ン
〉
以
外
に
も
〈〈
時
の
太
鼓）

（（
（

〉〈
時
の
鐘
〉
な
ど
歌
舞
伎
手
法
の
効
果
音
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
〈
凄
味
の
合
方
〉
や
〈
楽
〉
な
ど
の
定
番
曲
が
常
套
的
な
手
法
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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台
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
音
楽
の
記
載
が
全
て
で
は
な
い
（
実
際
の
舞
台
で
は
お
そ
ら
く
追
加
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
が
、
本
作
品
で
は
全

体
的
に
音
楽
の
使
用
は
少
な
く
、
と
り
わ
け
セ
リ
フ
に
音
楽
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
セ
リ
フ
の
間
を
縫
っ
て
演
奏

さ
れ
る
合
方
（
三
味
線
の
曲
）
は
セ
リ
フ
と
有
機
的
に
絡
み
合
い
、
ど
ち
ら
か
片
方
で
は
表
現
で
き
な
い
独
特
の
雰
囲
気
を
作
り
出
す
。

こ
の
『
日
清
戦
争
』
は
膨
大
な
セ
リ
フ
の
や
り
取
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
音
楽
を
使
わ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
黒
御
簾
音
楽
の
存
在

感
は
か
な
り
薄
め
ら
れ
、
音
楽
な
し
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
セ
リ
フ
劇
は
当
時
の
歌
舞
伎
に
は
な
い
リ
ア
ル
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ

れ
る
。
ま
た
、
大
詰
「
日
軍
大
進
撃
の
場
」
の
戦
闘
シ
ー
ン
は
本
作
品
の
呼
び
物
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
台
帳
か
ら
は
幕
切
の
〈
軍
楽
〉

を
除
け
ば
〈
砲
声
〉
し
か
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
歌
舞
伎
で
は
不
可
欠
な
〈
立
回
り
の
合
方
〉
を
用
い
な
い
、
リ
ア
ル
な
戦
闘

シ
ー
ン
が
再
現
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
場
面
に
は
日
清
の
兵
士
役
が
五
十
有
余
名
出
演
し
た
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
宣
伝
さ

れ
た
）
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も）

（1
（

、
そ
の
写
実
味
が
歌
舞
伎
と
は
一
線
を
画
す
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、
浅
黄
幕

や
思
入
れ
な
ど
歌
舞
伎
独
特
の
演
出
も
数
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
歌
舞
伎
を
脱
却
で
き
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

歌
舞
伎
の
日
清
戦
争
劇
に
お
け
る
黒
御
簾
音
楽

　

歌
舞
伎
の
日
清
戦
争
劇
『
海
陸
連
勝
日
章
旗
』（
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
十
一
月
）
の
音
楽
演
出
に
つ
い
て
は
、
付つ

け
ち
ょ
う帳

と
呼
ば

れ
る
演
奏
家
の
覚
書
か
ら
当
時
の
実
態
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

序
幕
第
一
場
は
「
朝
鮮
公
使
館
の
場
」。
こ
こ
は
戦
の
場
面
で
は
な
い
の
だ
が
、
朝
鮮
と
い
う
異
国
で
あ
る
こ
と
を
表
す
た
め
の
工
夫

が
み
ら
れ
る
。
幕
明
は
〈
月
琴
合
方
〉
に
〈
木
琴
〉
と
〈
鉄
琴
〉
を
組
み
合
わ
せ
て
使
う
。
月
琴
は
ギ
タ
ー
の
よ
う
に
抱
え
て
弾
く
弦
楽

器
で
、
清し

ん

楽が
く

と
し
て
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
大
衆
音
楽
と
し
て
日
本
で
大
流
行
し
た
。
歌
舞
伎
で
も
、
大
衆
に
流
行
し
た
こ
と
を
受
け

て
明
治
の
東
京
を
描
写
す
る
の
に
も
好
ん
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
異
国
情
緒
を
出
す
も
の
と
し
て
、
月
琴
に
木
琴
と
鉄
琴
を
加
え

て
い
る
。
続
い
て
、
朝
鮮
側
の
大
臣
が
登
場
し
て
セ
リ
フ
を
言
う
と
こ
ろ
で
は
〈
調
子
替
り
合
方
〉
に
〈
風
琴
〉
を
合
わ
せ
て
用
い
て
い
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る
。〈
調
子
替
り
の
合
方
〉
と
は
、
三
味
線
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
調
弦
で
は
な
い
調
弦
に
よ
る
合
方
を
指
す
。
江
戸
時
代
に
す
で
に
使

わ
れ
て
は
い
た
が
、
明
治
に
入
る
と
好
ん
で
使
わ
れ
、
新
し
い
時
代
を
象
徴
す
る
音
楽
演
出
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
風
琴
は
オ
ル
ガ
ン
の
こ

と
（
手
風
琴
と
呼
ば
れ
た
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
可
能
性
も
あ
る
）。
こ
の
〈
調
子
替
り
合
方
〉
と
〈
風
琴
〉
の
組
合
せ
は
こ
の
場
の
幕
切

ま
で
使
わ
れ
る
。

　

演
奏
さ
れ
て
い
る
曲
や
楽
器
は
新
奇
性
の
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
人
物
の
登
場
や
セ
リ
フ
の
間
に
も
使
わ
れ
て
い
る
点
は
川
上
の

『
日
清
戦
争
』
と
異
な
る
。

　

次
に
、
大
詰
「
平
壌
府
凱
歌
の
場
」
の
例
を
挙
げ
た
い
。
始
ま
り
は
〈
楽
様
合
方
〉
と
〈
ピ
ア
ノ
〉。〈
楽
様
合
方
〉
と
は
〈
楽
の
合

方
〉
と
い
う
黒
御
簾
の
定
番
曲
を
少
し
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
い
う
意
で
、
用
途
や
旋
律
が
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い）

（1
（

。
黒
御
簾
に

ピ
ア
ノ
を
持
ち
込
ん
で
の
音
楽
演
出
は
他
に
も
例
が
あ
る
が
、
比
較
的
珍
し
い
。
こ
の
〈
楽
様
合
方
〉
と
〈
ピ
ア
ノ
〉
の
組
合
せ
は
こ
の

場
面
を
と
お
し
て
使
わ
れ
る
。
続
く
「
同
広
庭
の
場
」
も
同
じ
く
〈
楽
様
合
方
〉
で
始
ま
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
〈
楽
太
鼓
〉〈
音
楽
〉

〈
竹
笛
〉〈
ラ
ッ
パ
〉〈
ビ
ー
〉〈
オ
ル
ゴ
ー
ル
〉
を
組
合
せ
る
。〈
音
楽
〉
と
は
黒
御
簾
音
楽
の
曲
名
で
、
楽
太
鼓
と
能
菅
（
能
で
使
う
笛
）、

レ
イ
と
い
う
楽
器
を
用
い
て
異
国
の
描
写
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ラ
ッ
パ
、
ビ
ー
、
竹
笛
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
（
以
上
は
全
て

楽
器
の
名
称
で
ラ
ッ
パ
以
外
は
旧
来
の
黒
御
簾
楽
器
）
を
加
え
た
と
な
る
と
、
非
常
に
賑
や
か
で
混
沌
と
し
た
音
が
想
像
さ
れ
る
。
近

代
、
戦
争
、
清
国
と
い
っ
た
要
素
を
す
べ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
言
え
よ
う
。

　

作
品
は
勝
利
を
祝
う
祝
宴
で
幕
と
な
る
。
音
楽
演
出
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
付
帳
の
表
記
を
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
改
め
、
曲
名
を

含
む
演
奏
の
指
示
を
太
字
で
示
し
た
）。
付
帳
の
記
載
は
、
演
奏
の
始
ま
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
（
キ
ッ
カ
ケ
と
呼
ば
れ
る
）、
演
奏
す
る
曲

名
、
終
わ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
記
さ
れ
る
。
左
は
、
升
六
と
い
う
役
者
（
役
者
名
で
記
す
の
が
原
則
）
が
「
気
ヲ
つ
け
へ
」
と
言
う
と
、

楽
隊
が
〈
君
が
代
〉
を
演
奏
し
、〈
君
が
代
〉
の
演
奏
を
切
る
と
、〈
前
ノ
合
方
〉
を
〈
鳴
物
入
り
〉
で
演
奏
し
て
、
菊
五
郎
が
「
開
く
と

い
た
そ
う
」
と
言
う
と
演
奏
を
止
め
、
と
言
う
よ
う
に
続
く
。
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升
六　

気
ヲ
つ
け
へ

一�

楽
隊
　
君
が
代

君
が
代　

切
ル
ト

一�

前
ノ
合
方
・
鳴
物
入
り

�
�

�

菊
五
郎　

開
く
と
い
た
そ
う
（
演
奏
止
め
る
）

菊
五
郎　

開
く
と
い
た
そ
う

一�
楽
隊
　
唱
歌

菊
五
郎　

日
本
帝
国
万
歳

一�

楽
隊
　
礼
式
　
○
○
○

木
に
付

一�

早
ク
同
じ
く

目
出
度　

打
出
し

　

こ
の
場
面
で
は
楽
隊
が
〈
君
が
代
〉
や
〈
唱
歌
〉
や
〈
礼
式）

（1
（

〉
と
い
っ
た
曲
を
次
々
に
演
奏
す
る
の
が
特
徴
的
だ
。
黒
御
簾
の
「
楽

隊
」
の
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
黒
御
簾
に
収
容
で
き
る
人
数
（
最
大
で
十
五
～
十
六
人
程
度
）
や
囃
子
方
の
演
奏
技
術
か
ら
考
え
て
、
本

格
的
な
楽
隊
の
よ
う
に
、
何
種
類
も
の
管
・
打
楽
器
に
よ
る
大
規
模
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
先
に
見
た

よ
う
な
楽
太
鼓
や
竹
笛
と
い
っ
た
邦
楽
器
に
ラ
ッ
パ
を
加
え
た
程
度
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
菊
五
郎
演
じ
る
尾

洲
陸
軍
中
将
の
登
場
に
合
わ
せ
て
〈
君
が
代
〉
を
演
奏
し
、
菊
五
郎
（
尾
洲
中
将
）
が
「（
祝
宴
を
）
開
く
と
い
た
そ
う
」
と
言
っ
た
と

こ
ろ
で
〈
唱
歌
〉（
実
態
不
明
）
を
演
奏
し
、
最
後
に
「
万
歳
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
〈
礼
式
〉
を
演
奏
す
る
。
楽
隊
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
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の
あ
る
「
君
が
代
」
や
「
礼
式
」
の
演
奏
は
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
新
奇
性
と
と
も
に
写
実
性
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ラ
ッ
パ
は
本
作
で
も
使
用
例
が
多
い
こ
と
を
最
後
に
付
け
加
え
て
お
く
。
詳
し
く
は
挙
げ
な
い
が
「
進
軍
ラ
ッ
パ
」
と
「
引
揚
げ
ラ
ッ

パ
」
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
信
号
ラ
ッ
パ
と
し
て
の
〈
進
軍
〉
と
〈
引
揚
げ
〉
の
旋
律
が
そ
の
ま
ま
舞
台
で
再

現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
作
品
で
は
、
三
味
線
に
よ
る
合
方
や
大
太
鼓
を
使
っ
た
効
果
音
な
ど
旧
来
の
音
楽
演
出
に
、
ラ
ッ
パ
や
ピ
ア
ノ
な
ど
の
西
洋
楽
器
を

加
え
て
、
新
味
を
出
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
述
べ
な
か
っ
た
が
、
本
作
品
で
は
〈
知
盛
の
合
方
〉〈
稽
古
唄
）〈
お
か
し
み
様
合
方
〉
な

ど
旧
来
の
黒
御
簾
の
曲
や
〈
浪
の
音
〉〈
風
の
音
〉
と
い
っ
た
大
太
鼓
に
よ
る
歌
舞
伎
手
法
の
効
果
音
も
所
々
に
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た

点
で
音
楽
演
出
と
し
て
は
、
最
初
に
少
し
触
れ
た
散
切
物
『
月
梅
薫
朧
夜
』
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
、
ラ
ッ
パ
や
楽
隊
に
「
君
が
代
」、「
礼
式
」、〈
進
軍
〉、〈
引
揚
げ
〉
と
い
っ
た
具
体
的
な
実
在
の
曲
を
演
奏
さ
せ
て
い
る
点
は
最
大
の

工
夫
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
日
清
戦
争
劇
を
中
心
に
、
歌
舞
伎
と
川
上
の
演
劇
と
に
お
け
る
音
楽
演
出
の
特
徴
を
探
っ
た
。
歌
舞
伎
の
日
清
戦
争
劇
に
は
注

目
す
べ
き
点
も
あ
っ
た
が
、
全
体
的
な
手
法
の
面
で
は
散
切
物
の
例
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
描
か
れ
る
情
景

や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
全
く
異
な
る
た
め
、
使
わ
れ
る
曲
や
音
に
は
違
い
が
あ
る
の
だ
が
、
旧
来
の
黒
御
簾
の
曲
を
使
い
つ
つ
、
そ
こ

に
西
洋
楽
器
や
汽
笛
や
砲
声
な
ど
の
新
し
い
効
果
音
を
加
え
る
と
い
う
手
法
は
共
通
し
て
い
た
。

　

そ
の
点
で
、
他
と
大
き
く
異
な
っ
た
の
は
や
は
り
川
上
の
『
日
清
戦
争
』
だ
ろ
う
。
新
旧
の
音
の
ミ
ッ
ク
ス
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
音

楽
の
使
用
は
幕
明
の
情
景
描
写
と
効
果
音
と
が
中
心
だ
っ
た
。
台
帳
上
で
は
膨
大
な
セ
リ
フ
に
音
楽
の
使
用
が
指
示
さ
れ
て
い
な
い
点
、
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立
回
り
に
も
台
帳
上
は
砲
声
の
み
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
川
上
の
演
劇
で
も
、
二
年
遡
る

『
ダ
ン
ナ
ハ
イ
ケ
ナ
イ
ワ
タ
シ
ハ
テ
キ
ズ
』
が
非
常
に
歌
舞
伎
的
な
音
楽
演
出
を
用
い
て
い
た
の
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
、『
日
清
戦
争
』
も
歌
舞
伎
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
新
旧
の
「
旧
」
の
部
分
は
歌
舞
伎
か
ら
の
踏
襲

で
あ
り
、
そ
こ
を
起
点
と
し
て
工
夫
を
重
ね
た
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
伎
と
新
演
劇
が
日
清
戦
争
の
劇
化
に
あ
た
り
、
し
の
ぎ

を
削
っ
た
様
子
は
、
音
楽
演
出
の
工
夫
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
劇
作
と
し
て
の
特
徴
の
分
析
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注
（
１
）�

黒
御
簾
音
楽
は
「
下
座
音
楽
」「
陰
囃
子
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
黒
御
簾
音
楽
」
ま
た
は
略
称
と
し
て
「
黒
御
簾
」
の
語
を
用
い

る
。

（
２
）�

歌
舞
伎
に
お
け
る
義
太
夫
節
は
「
竹
本
」
と
呼
ん
で
、
人
形
浄
瑠
璃
と
区
別
さ
れ
る
。

（
３
）�

埋
忠
美
沙
「
西
南
戦
争
に
お
け
る
報
道
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
歌
舞
伎
―
日
清
戦
争
と
対
比
し
て
」、『
演
劇
学
論
集
』
六
十
二
巻
、

二
〇
一
六
年
、
十
七
～
三
十
三
ペ
ー
ジ
。

（
４
）�

題
目
太
鼓
は
日
蓮
宗
で
使
わ
れ
る
太
鼓
で
あ
り
、
こ
の
場
の
音
楽
は
日
蓮
宗
の
総
本
山
本
門
寺
の
あ
る
池
上
と
い
う
土
地
柄
も
描
写
し
て
い
る
。

（
５
）�

合
方
と
は
三
味
線
に
よ
る
曲
や
フ
レ
ー
ズ
を
表
す
用
語
。〈
調
練
の
合
方
〉
と
い
っ
た
場
合
、
〽
宮
さ
ん
宮
さ
ん
な
ど
の
フ
レ
ー
ズ
を
演
奏
す

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）�

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
『
ダ
ン
ナ
ハ
イ
ケ
ナ
イ
ワ
タ
シ
ハ
テ
キ
ズ
』（
第
三
幕
～
六
幕
）【
ロ　

16 -1117 -1

～4

】。

（
７
）�

埋
忠
、
二
十
六
ペ
ー
ジ
。

（
８
）�

日
置
貴
之
『
変
貌
す
る
時
代
の
中
の
歌
舞
伎
―
幕
末
・
明
治
歌
舞
伎
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
四
～
一
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
９
）�

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
『
日
清
戦
争
（
川
上
蔵
書
）』【
ロ　

16 -1121
】

（
10
）�

演
劇
博
物
館
所
蔵
の
台
帳
で
は
役
名
は
略
称
で
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
元
に
戻
し
た
。
ま
た
、
台
帳
で
は
次
の
よ
う
に
名
前
の
修

正
が
あ
っ
た
た
め
、
修
正
後
の
名
前
で
記
し
た
。
大
嶌
→
植
嶋　

武
田
→
脇
田
、
末
松
→
上
田
。

（
11
）�

大
太
鼓
に
よ
る
黒
御
簾
音
楽
。
陣
屋
や
奉
行
所
の
場
面
、
武
将
の
登
退
場
に
使
わ
れ
る
。
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（
12
）�

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
「
日
清
戦
争　

辻
番
付
」【
ロ　

22 -053 -297

】

（
13
）�

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
「
六
郷
新
三
郎
旧
蔵
付
帳
」『
歌
舞
伎
座
三
味
線
附
（
海
陸
連
勝
日
章
旗
・
傾
城
返
魂
香
）』【
イ　

11 -1140

】

（
14
）�
添
え
書
き
さ
れ
た
「
チ
ャ
ン
々
チ
ャ
チ
ャ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
チ
ャ
ン
」
と
い
う
口
三
味
線
は
〈
楽
の
合
方
〉
と
類
似
の
旋
律
が
想
起
さ
れ
る
。

（
15
）�
軍
楽
隊
な
ど
で
敬
意
を
表
す
る
と
き
に
演
奏
す
る
曲
。

主
要
参
考
文
献

井
上
理
恵
『
川
上
音
二
郎
と
貞
奴
―
明
治
の
演
劇
は
じ
ま
る
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
五
年

埋
忠
美
沙
「
西
南
戦
争
に
お
け
る
報
道
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
歌
舞
伎
―
日
清
戦
争
と
対
比
し
て
」『
演
劇
学
論
集
』
六
十
二
巻
、
二
〇
一
六
年

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史
（
明
治
・
大
正
篇
）』
白
水
社
、
一
九
八
五
年

神
山
彰
編
『
交
差
す
る
歌
舞
伎
と
新
劇
（
近
代
日
本
演
劇
の
記
憶
と
文
化　

４
）』
森
話
社
、
二
〇
一
六
年

配
川
美
加
『
歌
舞
伎
の
音
楽
・
音
』
音
楽
之
友
社
、
二
〇
一
六
年

日
置
貴
之
『
変
貌
す
る
時
代
の
中
の
歌
舞
伎
―
幕
末
・
明
治
歌
舞
伎
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年




