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一
　
芸
能
と
い
ふ
こ
と
ば
の
発
生

お
互
ひ
に
お
め
で
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
こ
の
上
と
も
皆
さ
ん
の
お
力

を
も
ち
ま
し
て
、
こ
の
会
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
ま
す
や
う
に
、
ま
た
努
め

て
行
き
ま
す
う
ち
に
、
だ
ん
〳
〵
新
し
い
よ
い
目
的
を
発
見
し
て
、
展
開
し

て
行
く
、
そ
れ
も
だ
ん
〳
〵
遂
げ
て
行
き
ま
す
に
は
、
皆
さ
ん
の
お
力
を
お

借
り
し
た
い
と
申
す
外
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

芸
能
と
い
ふ
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ん
に
い
ろ
〳
〵
な
お
考
へ
も
お

あ
り
で
せ
う
が
、
大
体
に
於
て
、
シ
ナ
で
使
つ
て
居
り
ま
し
た
芸
能
と
い
ふ

意
味
と
、
日
本
で
使
つ
て
居
り
ま
す
芸
能
と
い
ふ
意
味
と
は
、
非
常
に
違
つ
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て
居
り
ま
す
の
で
、
只
今
文
部
省
な
ん
か
で
使
ひ
初
め
ま
し
た
芸
能
と
い
ふ

の
は
、
全
く
シ
ナ
の
意
味
の
芸
能
と
い
ふ
用
語
例
に
沿
う
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

日
本
の
芸
能
と
い
ふ
語
は
恐
ら
く
平
安
朝
の
末
頃
か
ら
慥たし
か
に
現
れ
て
来
る

の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
も
と
び
〳
〵
に
現
れ
て
参
り
ま
す
。
御
存
じ
の
こ

と
で
せ
う
が
、
能
と
い
ふ
の
は
下
に
心
と
い
ふ
字
が
つ
い
た
態
と
い
ふ
字
の

略
字
が
能
と
い
ふ
字
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
終
ひ
に
は
、
発
音
ま
で
の
う

と
い
ふ
や
う
に
な
つ
て
来
た
の
で
す
。
も
と
は
芸
態
と
い
ふ
風
に
書
い
て
を

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
態
、
即
能
と
い
ふ
の
は
物
真
似
と
い
ふ
意
味
で
す
。

即
、
芸
と
態
と
を
併
せ
て
芸
能
と
い
ふ
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
い
ろ
〳
〵
な

も
の
を
道
々
含
ん
で
来
ま
し
て
、
吉
野
朝
時
代
に
出
ま
し
た
下
学
集
を
見
ま

す
と
、
態
芸
門
と
い
ふ
や
う
な
部
類
が
出
来
て
ゐ
ま
す
。
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尤
、
そ
の
態
芸
門
つ
ま
り
芸
能
門
に
は
初
め
は
芸
能
と
い
ふ
語
が
使
用
さ
れ

て
を
り
ま
す
が
、
分
類
が
不
正
確
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
皇
室
に
関
す
る
こ
と

だ
と
か
、
政
治
家
に
関
す
る
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
態
芸
門
に
這
入
つ
て
来
る

や
う
な
雑
然
と
し
た
分
類
の
為
方
な
の
で
す
が
、
大
体
田
楽
だ
と
か
、
簓
サ
ヽ
ラだ

と
か
、
猿
楽
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
語
が
這
入
つ
て
を
る
の
で
、
吾
々
の
考
へ

て
ゐ
る
芸
能
と
同
じ
も
の
だ
と
考
へ
て
も
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

こ
の
芸
能
と
い
ふ
も
の
は
芸
術
と
し
て
扱
は
れ
る
範
囲
の
も
の
で
な
い
、
ま

う
少
し
違
つ
た
位
置
に
あ
る
、
吾
々
が
い
ま
芸
能
と
言
う
て
ゐ
る
も
の
ゝ
部

類
に
当
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
楽
だ
と
か
、
演
劇
だ
と
か
、
歌

謡
だ
と
か
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
引
括
め
て
、
ま
う
少
し
大
衆
が
見
て
楽
し
む

こ
と
の
出
来
る
や
う
な
も
の
を
芸
能
と
言
う
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
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二
　
二
つ
の
使
ひ
方
に
つ
い
て

吾
々
は
今
で
は
こ
の
芸
能
と
い
ふ
こ
と
を
少
し
高
い
意
味
に
も
使
つ
て
居
り

ま
す
や
う
で
、
昔
の
意
味
よ
り
は
自
然
範
囲
も
拡
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ひ
ま

す
け
れ
ど
も
、
も
と
は
右
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ

う
い
ふ
意
味
で
芸
能
と
い
ふ
語
を
使
つ
て
行
つ
て
も
よ
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

こ
れ
は
全
く
芸
能
と
い
ふ
語
が
自
然
に
口
か
ら
口
へ
ず
つ
と
生
き
て
来
た
の

で
は
な
く
て
、
或
時
代
に
は
芸
能
と
い
ふ
語
が
消
え
て
し
ま
つ
て
居
り
ま
す

が
、
近
年
に
な
つ
て
ま
た
芸
能
と
い
ふ
語
が
復
活
し
て
参
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
文
部
省
風
の
芸
能
科
な
ど
と
い
ふ
芸
能
と
い
ふ
語
も
出
来
て
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来
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
こ
に
意
味
の
ち
が
つ
た
芸
能
が
二
つ
あ
る
訣
に
な
る

の
で
す
。
情
報
局
あ
た
り
で
は
吾
々
の
考
へ
方
に
沿
う
て
、
「
芸
能
」
と
い

ふ
語
を
使
つ
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。

結
局
、
吾
々
の
学
会
で
申
し
ま
す
芸
能
と
い
ふ
意
味
が
、
今
で
は
教
育
界
の

芸
能
と
い
ふ
も
の
を
何
か
、
蹴
散
し
た
や
う
な
形
に
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、

そ
れ
が
本
道
だ
と
思
ひ
ま
す
。

ど
の
み
ち
一
つ
の
語
が
、
非
常
に
違
つ
た
意
味
を
、
　
　
使
ひ
方
を
二
つ
持

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
非
常
に
不
自
由
な
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
つ
ち
か
に

偏
つ
た
方
が
結
構
な
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
。

そ
の
意
味
で
も
吾
々
の
働
き
と
い
ふ
こ
と
は
大
事
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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三
　
吾
々
の
目
的
と
す
る
も
の

そ
れ
で
わ
た
く
し
ど
も
、
と
い
ふ
と
口
は
ゞ
つ
た
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
皆

さ
ん
と
共
に
こ
れ
か
ら
一
緒
に
進
ん
で
参
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
結
局
わ

れ
〳
〵
の
学
会
の
目
的
は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
お
い
た
ら
よ
か
ら
う
か
と
い
ふ

こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
に
申
し
ま
し
た
や
う
に
、
吾
々
が
小
さ
い
山
に
登
り

ま
す
と
、
初
め
は
一
つ
の
山
し
か
な
い
と
思
う
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
山

を
登
つ
て
行
く
と
更
に
ま
う
一
つ
上
が
あ
る
。
そ
の
山
を
登
つ
て
行
く
と
更

に
ま
う
一
つ
上
が
あ
る
。
恰
度
一
幕
物
と
幕
数
の
多
い
戯
曲
と
同
じ
関
係
だ

と
思
ひ
ま
す
。
一
つ
上
つ
て
行
つ
た
ら
そ
れ
で
一
幕
物
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、

一
幕
物
が
完
成
す
る
と
更
に
ま
う
一
つ
山
が
あ
る
。
ま
う
一
つ
進
ん
で
行
く
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と
ま
た
山
が
あ
る
と
い
ふ
風
に
し
て
、
幕
数
の
多
い
戯
曲
と
い
ふ
も
の
が
出

来
て
来
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
ゝ
に
は
近
代
劇
に
関
係
の
深
い
お
方
も
を

ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
ふ
と
演
劇
に
対
し
て
随
分
理
会
が
な
い

と
い
は
れ
る
こ
と
で
せ
う
が
、
ま
あ
わ
た
く
し
ど
も
素
人
は
さ
う
い
ふ
風
に

考
へ
て
ゐ
る
の
で
す
。

吾
々
の
目
的
も
、
或
点
ま
で
進
め
ば
ま
た
き
つ
と
新
し
い
目
的
を
考
へ
て
来

る
と
思
ひ
ま
す
。
学
術
の
会
と
し
て
の
一
番
の
興
味
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と

思
ひ
ま
す
。
初
め
か
ら
目
的
が
固
定
し
て
ゐ
る
の
な
ら
ば
簡
単
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
吾
々
が
最
初
に
持
つ
て
ゐ
る
目
的
と
い
ふ
も
の
は
、
確
か
に
言
へ
る

の
は
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
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四
　
外
国
の
て
ま
に
囚
は
れ
な
い
態
度

そ
れ
は
御
存
じ
の
通
り
日
本
の
芸
能
の
上
に
起
つ
た
こ
と
で
す
が
、
外
国
か

ら
芸
能
と
い
ふ
の
に
は
勿
体
な
い
や
う
な
芸
術
が
昔
渡
来
し
て
来
ま
し
た
。

即
、
シ
ナ
か
ら
、
朝
鮮
か
ら
、
西
域
か
ら
参
つ
て
、
そ
の
た
め
、
日
本
の
在

来
の
芸
能
が
消
え
て
し
ま
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な

こ
と
で
す
が
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
程
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
芸
能
す
べ
て
が
さ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
極
め
て
組
織
の
複

雑
な
大
き
な
芸
能
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
は
、
日
本
の
芸
能
は
ど
う
も
抵
抗

力
が
な
く
て
消
え
て
し
ま
つ
た
悔
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
今
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後
も
し
さ
う
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
行
つ
た
ら
、
日
本
人
に
と
つ
て
非
常
に
不

幸
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
し
芸
能
の
上
に
於
て
昔
の
日
本
人
が
、
大
陸
か
ら
渡
つ
て
来
た
大
き
な
組

織
の
あ
る
芸
能
芸
術
に
負
け
な
い
だ
け
の
も
の
を
持
つ
て
を
つ
た
な
ら
、
日

本
人
の
生
活
は
、
今
よ
り
も
も
つ
と
幸
福
だ
つ
た
で
せ
う
。
さ
う
い
ふ
後
悔

を
ば
吾
々
の
後
の
子
孫
が
繰
り
返
す
や
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
吾
々
の
不
面

目
と
い
ふ
よ
り
も
、
吾
々
が
子
孫
に
対
し
て
、
誠
に
不
忠
実
で
あ
つ
た
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
現
実
に
於
て
も
或
点
で
は
さ
う
い
ふ
傾
向

が
な
い
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
音
楽
と
か
、
舞
踊
と
か
、
劇
と
か
ば

か
り
で
は
な
い
の
で
す
。

大
抵
の
芸
術
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
諒
承
し
て
行
く
方
面
の
外
に
気
分
に
関
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係
し
た
方
面
が
多
い
も
の
で
、
つ
ま
り
、
そ
の
気
分
に
関
係
し
た
方
が
吾
々

に
働
き
掛
け
、
吾
々
の
実
生
活
を
支
配
し
て
行
き
ま
す
と
、
一
つ
の
大
き
な

て
ま
を
吾
々
に
愬
へ
て
、
吾
々
を
引
張
つ
て
行
き
ま
す
ゆ
ゑ
、
そ
の
点
が
吾

々
に
と
つ
て
も
最
問
題
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
ゝ
か
げ
ん
な
移
り
気
や
浮
気
な
心
で
、
吾
々
は
当
期
々
々
の
外

国
の
相
当
な
芸
能
を
喜
ん
で
迎
へ
て
を
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
ち
や
ん
と
納
ま

る
べ
き
所
に
納
ま
り
、
吾
々
の
持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
ど
の
く
ら
ゐ
の
調
和
が

出
来
る
か
と
い
ふ
批
判
も
な
し
に
、
そ
の
ま
ゝ
外
国
の
て
ま
に
吾
々
が
囚
は

れ
て
流
れ
て
行
く
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
ゆ
ゝ
し
い
こ
と
だ
と
思
ひ
ま

す
。

吾
々
が
申
さ
な
く
て
も
、
そ
の
こ
と
は
あ
な
た
方
は
既
に
お
思
ひ
当
り
に
な
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つ
て
ゐ
る
方
が
沢
山
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
だ
か
ら
根
本
に
外
国
流
の
生
活
に

吾
々
が
な
る
一
歩
手
前
に
於
て
、
世
の
中
が
か
う
い
ふ
風
に
改
つ
て
来
た
こ

と
は
、
吾
々
の
た
め
に
は
非
常
に
幸
福
で
あ
り
ま
す
。
非
常
に
せ
つ
ぱ
詰
つ

た
幸
福
で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
、
体
か
ら
血
が
滲
み
出
る
や
う
な
非
常

な
痛
切
な
幸
福
を
、
今
吾
々
が
味
う
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
の
時
こ
そ
、
吾
々

は
こ
の
問
題
を
是
非
と
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
未
解
決
の

ま
ゝ
で
あ
つ
た
ら
、
吾
々
の
後
々
の
人
は
、
吾
々
が
正
し
い
措
置
を
誤
つ
た

た
め
に
、
精
神
上
に
於
て
外
国
文
化
の
た
め
に
外
国
か
ら
征
服
せ
ら
れ
た
形

を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
吾
々
は
こ
ゝ
で
ど
う
し
て
も
、

正
し
く
な
い
外
国
文
化
の
た
め
に
征
服
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

而
も
、
芸
術
と
い
ふ
も
の
は
国
際
性
を
持
つ
た
も
の
で
す
ゆ
ゑ
、
国
際
的
即
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人
道
的
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
い
ゝ
ぢ
や
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
る
傾
き
が
あ

り
ま
す
。

だ
か
ら
世
の
中
は
自
然
、
人
道
的
な
国
際
的
な
、
国
籍
の
は
つ
き
り
し
な
い

や
う
な
も
の
に
な
つ
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
芸
術
・
芸
能
の
持
つ
て
ゐ
る
或

恐
し
い
力
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
　
　
五
　
日
本
芸
能
の
本
質
の
究
明
へ

こ
ゝ
で
吾
々
が
ま
う
一
度
努
力
を
新
し
く
し
て
、
日
本
芸
能
と
い
ふ
も
の
ゝ

本
質
に
突
き
当
つ
て
見
、
更
に
外
国
の
芸
術
・
芸
能
に
つ
い
て
も
ま
う
一
度

深
く
考
へ
て
見
る
時
に
、
恰
度
い
ま
、
行
き
当
つ
て
ゐ
る
訣
で
す
。
さ
う
し
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ま
す
れ
ば
、
こ
ゝ
で
吾
々
の
大
体
の
態
度
が
決
つ
て
来
る
の
で
す
。

つ
ま
り
さ
う
い
ふ
外
国
の
芸
能
文
化
を
排
斥
す
る
と
い
ふ
や
う
な
簡
単
な
生

温
い
意
味
で
な
し
に
、
も
つ
と
吾
々
の
根
本
の
生
活
力
を
築
き
上
げ
る
た
め

に
、
そ
れ
を
讃
へ
る
た
め
に
、
い
ま
の
日
本
式
な
芸
能
に
つ
い
て
の
研
究
を

深
め
る
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
外
国
か
ら
這
入
つ
て
来
る
芸
能

文
化
に
対
す
る
取
捨
選
択
が
正
し
く
行
は
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
吾
々
が
か

う
い
ふ
芸
能
学
会
と
い
ふ
も
の
を
始
め
た
意
味
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
あ
な
た

方
が
御
賛
成
下
さ
つ
た
の
も
、
こ
の
会
の
目
的
を
そ
こ
に
感
じ
て
下
さ
つ
た

か
ら
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。

実
際
の
芸
能
家
・
芸
術
家
も
ゐ
ら
れ
る
が
、
併
し
、
吾
々
は
学
者
な
の
で
す

か
ら
、
根
本
的
に
学
者
と
し
て
の
立
ち
場
か
ら
吾
々
の
国
の
芸
術
・
芸
能
に
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対
し
て
思
ひ
を
深
め
て
見
る
。
さ
う
す
れ
ば
そ
こ
に
自
ら
吾
々
の
芸
能
に
対

す
る
学
問
も
出
来
て
来
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
解
決
つ
け
る
べ
き
も
の
は
自
ら

解
決
が
つ
い
て
来
る
と
確
信
致
し
て
を
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
も
う
焦
眉
の
急

で
は
あ
り
ま
す
が
、
学
問
と
い
ふ
も
の
は
、
も
う
吾
々
の
頭
上
に
飛
行
機
が

や
つ
て
来
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
早
晩
大
き
な
飛
行
機

が
吾
々
の
頭
の
上
に
や
つ
て
来
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
吾
々
は
、
今
こ
そ
、
そ
れ
に
対
し
て
大
き
な
大
砲
を
用
意
し
て
置

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
大
砲
は
そ
れ
を
撃
ち
退
け
る
た
め
の
大
砲

で
な
く
、
つ
ま
り
吾
々
の
学
問
を
ば
日
本
の
国
民
に
　
　
日
本
の
国
民
と
い

ふ
も
の
は
、
存
外
取
捨
選
択
を
適
当
に
し
て
ゐ
な
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、

た
ゞ
国
民
の
生
活
力
に
よ
つ
て
、
取
捨
選
択
を
誤
つ
た
も
の
で
も
醇
化
し
て
、
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そ
れ
に
負
け
ず
に
進
ん
で
来
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
点
今
ま
で
は
非
常

に
幸
福
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
先
そ
ん
な
幸
福
な
状
態
が
続
く
か
、

続
く
も
の
と
決
め
て
ゐ
る
の
が
間
違
ひ
で
す
か
ら
、
吾
々
の
国
民
生
活
に
対

し
て
、
大
き
な
大
砲
を
用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

わ
た
く
し
の
話
は
大
へ
ん
拙
い
の
で
、
応
用
方
面
ば
か
り
、
或
は
、
い
ま
の

世
の
中
に
処
す
る
途
ば
か
り
説
い
た
や
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
併

し
、
わ
た
く
し
ど
も
は
わ
た
く
し
ど
も
と
し
て
芸
能
に
関
す
る
す
べ
て
の
方

面
の
学
問
を
磨
き
上
げ
て
お
く
、
さ
う
す
る
こ
と
が
自
ら
い
ろ
〳
〵
な
多
方

面
の
こ
と
を
解
決
す
る
、
さ
う
い
ふ
安
心
に
立
つ
て
吾
々
は
研
究
を
進
め
て

行
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
意
味
に
於
て
ど
う
ぞ
今
後
も
お
互
ひ
に
勉
強
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さ
し
て
戴
き
た
い
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
だ
か
ら
一
部
分
に
さ
う
い
ふ
実
行

力
を
持
つ
た
人
を
、
吾
々
の
会
の
中
に
包
含
し
て
行
く
の
も
い
ゝ
こ
と
だ
と

思
ひ
ま
す
。
そ
の
実
行
力
と
い
ふ
も
の
は
、
つ
ま
り
実
際
に
芸
能
を
演
ず
る

人
、
そ
れ
か
ら
日
本
芸
能
の
本
質
を
つ
き
と
め
て
、
そ
れ
を
以
て
世
間
に
呼

び
掛
け
る
人
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
吾
々
の
一
部
分
に
あ
つ
て
も
い
ゝ
実
行
家

だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
思
ひ
ま
す
。

大
変
雑
駁
な
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
芸
能
学
会
の
出
発
に
当
り
、
吾
々
の

意
思
の
あ
る
所
の
一
部
を
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　21

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

初
出
：
「
芸
能
　
第
九
巻
第
六
号
」

　
　
　1943

（
昭
和18

）
年6
月
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
十
八
年
六
月
「
芸
能
」
第
九

巻
第
六
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

※
初
出
時
の
表
題
は
「
日
本
芸
能
に
つ
い
て
」
で
す
。
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
植
松
健
伍

2020

年1
月24

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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