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歌
舞
伎
芝
居
や
日
本
音
曲
は
、
徳
川
時
代
に
完
成
せ
ら
れ
た
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
一
歩
も
出
ら
れ
な
い
。

も
し
現
在
の
日
本
に
劇
や
音
楽
の
革
新
運
動
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
西
欧
の
伝
統
の
輸
入
で
あ
っ
て
、

在
来
の
日
本
が
生
み
出
し
た
も
の
の
革
新
で
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
本
画
に
は
内
か
ら
の
革
新
衝

動
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
い
そ
れ
が
、
世
界
的
潮
流
に
乗
っ
て
い
る
洋
画
家
の
努
力
か
ら
見
て
、

時
代
錯
誤
の
印
象
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
現
代
人
の
要
求
を

充
た
す
に
足
り
る
新
生
面
の
開
拓
の
努
力
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
十
年
来
の
革
新
の
努
力
が
ど
う
い
う
結
果
を
生
ん
だ
か
と
い
う
事
に
な
る
と
、
我
々
は
強

い
失
望
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
美
術
院
の
展
覧
す
る
日
本
画
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
革
新
は
外
部
の
革
新
で
あ
っ
て
内
部
の
そ
れ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
美
術
院
展
覧
会
を
一
覧
し
て
ま
ず
感
ず
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
技
巧
が
あ
っ
て
画
家
の
内
部
生
命
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。
東
洋
画
の
伝
統
は
千
年
の
古
き
よ
り
一
年
前
の
新
し
き
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
せ

ら
れ
復
活
せ
ら
れ
て
、
ひ
た
す
ら
看
衆
の
眼
を
奪
お
う
と
努
め
て
い
る
。
あ
る
者
は
大
和
絵
と
文
人
画
と

  

御    

舟  

ぎ
ょ
し
ゅ
う

と 

龍  

子 

り
ゅ
う
し

と
の
混
合
酒
を
造
っ
て
そ
の
味
の
新
し
き
を
誇
り
、
あ
る
者
は
イ
ン
ド
と
シ
ナ
の
混

合
酒
に
大
和
絵
の
香
味
を
つ
け
て
そ
の
珍
奇
を
目
立
た
せ
よ
う
と
す
る
。
昔
の
和
歌
に
巧
妙
な
古
歌
の
引
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用
を
も
っ
て
賞
讃
を
博
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
絵
も
そ
う
い
う
技
巧
上
の
洒
落
し
ゃ
れ
と
択えら
ぶ
所
が
な

い
。
自
己
の
内
部
生
命
の
表
現
で
は
な
く
、
頭﹅
で﹅
考
え
た
工
夫
と
手﹅
先﹅
で﹅
コ
ナ
し
た
技
巧
と
の
、
い
わ
ば

ト
リ
ッ
ク
を
弄ろう
し
た
芸
当
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
ト
リ
ッ
ク
の
斬
新
が
「
新
し
い
試
み
」
と
し
て
通
用

す
る
の
で
あ
る
。

　
目
先
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
落
ち
つ
い
た
大
家
は
、
自
己
の
様
式
の
内
で
何
ら
か
「
新
し
い

試
み
」
を
や
る
。
主
と
し
て
画
題
選
択
の
斬
新
で
あ
る
が
、
時
に
は
珍
し
い
形
象
の
取
り
合
わ
せ
、
あ
る

い
は
人
の
意
表
に
い
づ
る
ご
と
き
新
し
い
図
取
り
を
試
み
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
画
家
を
動
か
し
て
い
る

も
の
は
、 

岡  

倉  

覚  

三 

お
か
く
ら
か
く
ぞ
う

氏
の
時
代
の
自
然
観
、
芸
術
観
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
腕
の
自
由
巧
妙
な
る
に
か

か
わ
ら
ず
、
我
ら
の
心
に
深
く
触
れ
る
力
が
な
い
。

　
文
展
の
日
本
画
を
目
安
に
し
て
言
え
ば
、
確
か
に
院
展
の
日
本
画
に
は
生
気 

溌  

剌 

は
つ
ら
つ

た
る
所
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
の
要
求
す
る
の
は
こ
の
種
の
技
巧
上
の
生
気
で
は
な
い
。
奥
底
か
ら
滲にじ
み
出

る
生
命
の
生
気
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
抱
い
て
院
展
の
諸
画
に
対
す
る
時
、
我
ら
は
そ
の
人
格
的
香
気
の

あ
ま
り
に
も
希
薄
な
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
た
ま
た
ま
強
い
香
気
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
コ
ケ
お
ど
し

に
腐
心
す
る
山
気
の
匂
い
で
あ
り
、
筆
先
の
芸
当
に
慢
心
す
る
凝
固
の
臭
い
で
あ
っ
て
、
真
に
芸
術
家
ら

し
い
独
自
な
生
命
燃
焼
の
匂
い
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
種
の
外
形
的
な
努
力
が
反
省
な
し
に
続
け
て
行
か
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れ
る
な
ら
ば
、
日
本
画
は
低
級
芸
術
と
し
て
時
代
の
進
展
か
ら
落
伍
す
る
時
機
が
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
危
険
を
救
う
も
の
は
画
家
の
内
部
の
革
新
で
あ
る
。
芸
人
を
や
め
て
芸
術
家
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
院
展
日
本
画
の
大
体
と
し
て
の
印
象
は
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
二
、
三
の
幸
福
な
例
外
が

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
日
本
画
革
新
の
急
先
鋒
た
る
美
術
院
に
失
望
し
尽
く
し
た
か
も
し
れ
な

い
。

　
例
外
の
一
は
小 
林 
古 
径 

こ
ば
や
し
こ
け
い

氏
の
『
麦
』
で
あ
る
。
氏
は
示
唆
的
な
日
本
画
の
手
法
を
も
っ
て
、
麦
の
収

穫
に
忙
が
し
い
農
村
の
光
景
を
写
し
た
。
そ
の
結
果
が
何
で
あ
る
と
し
て
も
、
と
に
か
く
氏
の
描
く
と
こ

ろ
に
は
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
画
面
の
上
に
芸
当
と
し
て
並
べ
ら
れ
た
線
や
色
彩
で
は
な
く
し
て
、
氏

の
心
に
渦
巻
く
も
の
を
画
面
に
さ
ら
け
出
そ
う
と
す
る
た
め
の
線
や
色
彩
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
は
、

確
か
に
、
我
々
の
心
の
一
角
に
触
れ
る
淡
い
情
趣
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち  

牧  

歌  

的  

イ
デ
ィ
リ
ッ
シ
ュ

と
も
名

づ
く
べ
き
、
子
守
歌
を
聞
く
小
児
の
心
の
よ
う
な
、 

憧  

憬 

あ
こ
が
れ

と
哀
愁
と
に
充
ち
た
、
清
ら
か
な
情
趣
で
あ

る
。
氏
は
そ
れ
を
半
ば
ぼ
か
し
た
屋
根
や
廂
ひ
さ
しに
も
、
麦
を
ふ
る
う
人
物
の
囲
り
の
微
妙
な
光
線
に
も
、
前

景
の
し
お
ら
し
い
草
花
に
も
、
も
し
く
は
庭
や
垣
根
や
重
な
っ
た
屋
根
な
ど
の
全
体
の
構
図
に
も
、
く
ま

な
く
行
き
わ
た
ら
せ
た
。
柔
ら
か
で
細
か
い
、
静
か
で
淡
い
全
体
の
調
子
も
、
こ
の
動
機
を
力
強
く
生
か

せ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
淡
い
繊
弱
な
画
が
、
強
烈
な
刺
激
を
好
む
近
代
人
の
心
に
ど
う
し
て
響
く
か
、
と
人
は
問

う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
答
え
は
め
ん
ど
う
で
な
い
。
極
度
に
敏
感
に
な
っ
た
心
に
は
、
微
か
な
濃
淡

も
強
す
ぎ
る
ほ
ど
に
響
く
の
で
あ
る
、
一
方
で
ワ
グ
ナ
ア
の
音
楽
が
栄
え
な
が
ら
他
方
で
メ
エ
テ
ル
リ
ン

ク
の
劇
が
人
心
を
ひ
き
つ
け
た
事
実
は
、
今
な
お
人
の
記
憶
に
新
し
い
で
あ
ろ
う
。
静
か
な
、
聞
こ
え
る

か
聞
こ
え
な
い
ほ
ど
の
声
で
、
た
ま
し
い
の
言
葉
を
直
接
に
語
り
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
あ
の
メ

エ
テ
ル
リ
ン
ク
の
芝
居
が
、
耳
を
聾ろう
す
る
よ
う
な
ワ
グ
ナ
ア
の
音
楽
に
も
劣
ら
ず
人
心
を
動
か
し
た
の
は

何
ゆ
え
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
知
る
も
の
は
た
だ
調
子
の
弱
さ
を
も
っ
て
こ
の
画
を
責
む
べ
き
で
な
い
。

　
こ
の
画
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
写
生
で
あ
り
な
が
ら
実
は
写
実
で
な
い
事
で
あ
る
。
と
い
っ
て

自
分
は
、
こ
の
画
に
塗
り
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
塗
り
残
さ
れ
た
未
完
成

の
画
の
示
唆
的
な
お
も
し
ろ
さ
、
そ
れ
を
巧
妙
に
生
か
す
の
は
日
本
画
の
伝
統
の
著
し
い
特
徴
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
多
く
の
想
像
の
余
地
が
残
さ
れ
る
。
不
幸
に
も
そ
れ
は
堕
落
し
て
ご
ま
か
し
の
伝
統
を
造
っ
た

が
、
そ
れ
自
身
に
は
堕
落
し
た
手
法
と
は
言
え
な
い
。
も
し
「
意
味
深
い
形
」
を
造
る
事
が
画
の
目
的
で

あ
る
な
ら
ば
、
思
い
切
っ
た
省
略
も
ま
た
一
法
で
あ
る
。
自
分
の
問
題
に
す
る
の
は
そ
れ
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
画
家
の
対
象
に
対
す
る
態
度
に
あ
る
。
小
林
氏
は
農
村
の
風
物
を
写
生
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
氏
の
描
く
と
こ
ろ
は
、
農
村
の
風
物
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
氏
自
身
の
情
緒
で
あ
っ
て
、
農
村
の
風
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光
そ
の
も
の
の
美
し
さ
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
画
家
が
自
ら
の
心
を
通
し
て
描
く
以
上
は
、
い
か
な
る
対

象
の
美
し
さ
も
画
家
自
身
の
内
に
あ
る
美
で
あ
っ
て
、
「
対
象
そ
の
も
の
の
美
し
さ
」
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
小
林
氏
の
感
受
し
た
美
が
氏
の
描
い
た
情
趣
と
同
一
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
言
う
ご
と
き

区
別
は
立
て
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
事
実
問
題
と
し
て
、
あ
あ
い
う
美
し
さ
が
六
月
の
太
陽
に

照
ら
さ
れ
た
ほ
の
暑
い
農
村
の
美
し
さ
の
す
べ
て
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
林
氏
に
し
て
も

あ
れ
以
外
に
多
く
の
色
や
光
や
運
動
の
美
し
さ
を
認
め
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
氏
は
そ
の
内
か
ら
一
の
情

趣
を
つ
か
ん
だ
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
描
き
出
す
に
必
要
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
省
い
て
し
ま
っ
た
。
氏
は

こ
の
情
趣
に
焦
点
を
置
い
て
、
こ
の
焦
点
を
は
ず
れ
た
も
の
を
顧
み
な
い
。
こ
の
態
度
が
、
右
の
ご
と
き

焦
点
を
き
め
ず
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
感
得
し
た
美
を
描
い
て
、
お
の
ず
か
ら
に
情
趣
を
滲
み
出
さ
せ
る
態

度
と
異
な
っ
て
い
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
氏
は
そ
の
幾
分 
浪  

漫 
ろ
う
ま
ん

的
な
感
情
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
景
色
で
な
け
れ

ば
描
く
気
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
も
と
よ
り
自
分
は
、
対
象
の
写
実
が
正
路
で
あ
っ
て
自
己
情
緒
の
表
現
が
邪
路
で
あ
る
と
言
い
切
る
の

で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
と
も
に
正
し
い
道
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
己
の
道
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
明
瞭
に

意
識
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
小
林
氏
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
意
識
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
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こ
の
意
識
に
よ
っ
て
手
法
上
の
迷
い
は
か
な
り
に
解
決
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
氏
が
『
麦
』
に
よ
っ
て
な
し
た
と
こ
ろ
は
、
こ
の
方
向
に
進
む
も
の
と
し
て
は
、
あ
の
ま
ま
で
い
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
己
の
情
緒
を
中
心
と
す
る
場
合
に
は
、
勢
い
そ
の
情
緒
の
範
囲
の
内
に
画
が

局
限
せ
ら
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
従
っ
て
一
方
に
は
自
己
の
情
緒
を
深
め
、
強
め
、
あ
る
い
は
分
化
さ
せ
る

必
要
が
起
こ
っ
て
来
る
。
画
の
上
で
新
境
地
を
開
拓
す
る
た
め
に
は
ま
ず
内
に
新
境
地
を
開
拓
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
ま
た
他
方
で
は
自
然
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
一
法
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
情
緒
表
現
の
道
と
並
行
し
て
、
純
粋
に
写
実
に
努
力
し
、
こ
れ
ま
で
閑
却
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
の

自
然
の
美
を
捕
え
る
の
で
あ
る
。
宋
画
の
あ
る
者
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
根
強
い
写
実
は
、
決
し
て
情
趣
表

現
の
動
機
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
氏
を
浪
漫
的
な
弱
さ
か
ら
連
れ
出
す
も
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら

の
方
法
の
ほ
か
に
あ
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
小
林
氏
が
自
己
の
直
接
な
感
情
を
画
面
に
投
げ
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
感
情
の
な

い
画
の
多
い
院
展
日
本
画
に
と
っ
て
は
心
強
い
。
氏
が
『
竹
取
物
語
』
の
ご
と
き
邪
路
に
入
ら
ず
に
、
ま

す
ま
す
自
己
に
忠
実
な
画
の
製
作
に
努
め
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。

　
例
外
の
二
は 

川  

端  

龍  

子 

か
わ
ば
た
り
ゅ
う
し

氏
の
『
土
』
で
あ
る
。
日
本
絵
の
具
を
も
っ
て
西
洋
画
の
ご
と
き
写
実
が

で
き
な
い
は
ず
は
な
い
　
　
こ
の
事
実
を
氏
は
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
小
林
氏
が
写
生
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を
試
み
て
写
実
に
な
ら
な
か
っ
た
の
と
は
著
し
い
対
照
で
あ
る
。
ま
た
小
林
氏
が
で
き
得
る
だ
け
静
か
な

淡
い
調
子
を
出
し
て
い
る
に
反
し
て
、
こ
の
画
は
で
き
得
る
だ
け
強
い
烈はげ
し
い
調
子
を
出
し
て
い
る
。
も

し
手
法
の
剛
健
を
喜
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
画
は
新
し
い
日
本
画
と
し
て
相
当
の
満
足
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
執
拗
な
熱
の
あ
る
筆
触
、
変
化
の
多
い
濃
淡
、
重
厚
な
正
面
か
ら
の
写
実
、
　
　
そ
う
い
う
も
の
が
日

本
画
に
望
め
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
か
つ
て
自
分
は
問
題
に
し
た
。
川
端
氏
は
黄
熟
せ
る
麦
畑
の
写
実
に

よ
っ
て
そ
れ
の
可
能
を
実
証
し
て
く
れ
た
。
昨
年
の
『
慈
悲
光
礼
讃
』
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
観
照
の
着
実

と
言
い
対
象
へ
の
愛
と
言
い
、
と
う
て
い
同
日
に
論
ず
べ
き
で
な
い
。

　
が
、
こ
の
実
証
は
自
分
に
満
足
を
与
え
た
と
は
言
え
な
い
。
自
分
は
こ
の
種
の
写
実
の
行
な
わ
れ
な
い

の
を
絵
の
具
の
罪
よ
り
も
む
し
ろ
画
家
の
罪
に
帰
し
て
い
た
。
画
家
に
し
て
試
み
れ
ば
そ
れ
は
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
『
土
』
の
よ
う
に
で
き
た
と
し
て
、
自
分
は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
。

　
実
を
い
う
と
自
分
は
、
こ
の
画
に
対
し
た
時
、
画
面
の
印
象
よ
り
も
ま
ず
そ
の
油
絵
風
の
筆
触
に
眼
を

奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
三
色
版
じ
み
た
模
倣
に
呆あき
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
よ
っ
て
子

細
に
検
す
る
と
、
麦
の
く
き
や
穂
や
葉
な
ど
の
、
乾
い
て
ポ
キ
ポ
キ
と
し
た
感
じ
が
、
日
本
絵
の
具
で
な

け
れ
ば
現
わ
せ
な
い
一
種
の
確
か
さ
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
。
黄
い
ろ
い
乾
い
た
光
沢
な
ど
も
、
カ
ン

バ
ス
の
上
に
油
を
も
っ
て
し
て
は
、
こ
う
は
現
わ
せ
な
い
。
こ
の
画
家
の
注
意
深
い
対
象
選
択
は
確
か
に
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成
功
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
絵
の
具
の
性
質
を
い
か
に
活
用
す
べ
き
か
も
こ
こ
に
暗
示
せ
ら
れ
て
い
る
。

が
、
こ
う
思
い
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
遠
の
い
て
観
察
す
る
と
、
画
面
全
体
に
は
光
も
空
気
も
現
わ
れ
て
い

な
い
。
個
々
の
麦
を
描
く
場
合
に
成
功
し
た
こ
と
も
、
画
の
全
体
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
い
。

写
実
と
し
て
失
敗
で
あ
る
。

　
た
と
い
川
端
氏
が
日
本
絵
の
具
を
も
っ
て
油
絵
以
上
の
こ
と
を
な
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
部
分
的

で
あ
っ
て
画
と
し
て
効
果
が
な
い
と
す
れ
ば
、
自
分
は
半
ば
喜
ぶ
と
と
も
に
半
ば
悲
し
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
失
敗
の
原
因
を
探
る
と
き
、
自
分
は
さ
ら
に
悲
し
む
べ
き
事
実
に
逢
着
す
る
。
そ

れ
は
西
洋
画
家
が
普
通
の
事
と
し
て
や
っ
て
い
る
対
象
全
体
へ
の
有
機
的
な
注
意
の
欠
如
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
画
は
全
体
の
構
図
と
個
々
の
麦
の
忠
実
な
写
生
と
か
ら
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
あ
の
数
多
い
麦
は
、
か
な
り
機﹅
械﹅
的﹅
な
繰
り
返
し
を
も
っ
て
、
た
だ
画
面
上
の
注
意
の
み
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
麦
の
お
の
お
の
に
画
家
の
初
発
的
な
注
意
や
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
と

は
、
ど
う
し
て
も
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
い
わ
ん
や
あ
の
麦
畑
の
全
体
を
直
観
し
た
時
の
画
家
の
感
じ
は
、
全

然
閑
却
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
写
実
の
画
に
と
っ
て
は
そ
の
生
気
を
失
う
最
大
の
原
因

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
川
端
氏
の
画
は
日
本
画
と
し
て
は
確
か
に
一
つ
の
新
生
面
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
道
に
お
い
て
す
で
に
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は
る
か
に
高
い
所
を
油
絵
が
歩
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
新
生
面
も
安
ん
ず
る
に
足
り
な
い
。

氏
が
こ
の
道
の
上
を
さ
ら
に
遠
く
高
く
進
ん
で
行
か
れ
る
事
は
、
我
々
の
楽
し
い
期
待
の
一
つ
で
あ
る
。

　 
真  
道  
黎  

明 

し
ん
ど
う
れ
い
め
い

氏
の
『
春
日
山
』
は
川
端
氏
の
画
と
同
じ
く
写
実
の
試
み
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
多
く
の

感
情
を
現
わ
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
柔
ら
か
い
若
葉
の
豊
か
な
湧
き
上
が
る
よ
う
な
感
触
は
、
　
　
た
だ

こ
の
感
触
の
一
点
だ
け
は
、
　
　
油
絵
の
具
を
も
っ
て
現
わ
し
難
い
と
こ
ろ
を
現
わ
し
得
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
川
端
氏
の
画
と
違
っ
て
光
や
空
気
に
対
す
る
注
意
も
幾
分
か
現
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
若
葉
を
緑
色
の
塊
と
し
て
現
わ
そ
う
と
す
る
一
本
調
子
な
も
く
ろ
み
が
、
あ
ま
り
に
も
単

純
な
自
然
の
観
照
を
暴
露
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
も
機
械
的
な
繰
り
返
し
が
、
画
面
の
単
調
と
希

薄
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
特
に
画
の
下
方
の
う
る
さ
い
ほ
ど
な
緑
塊
重
畳
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
画
も
ま
た
川
端
氏
の
画
と
同
じ
く
遠
の
い
て
見
る
時
に
平
板
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
画
面
の
前
二
尺
か

三
尺
の
と
こ
ろ
に
立
つ
時
、
初
め
て
画
家
の
努
力
が
残
り
な
く
眼
に
は
い
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

お
そ
ら
く
絵
の
具
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
も
し
く
は
こ
の
絵
の
具
を
写
実
に
使
う
習
練
の
不
足
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。
写
実
の
歩
を
進
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
も
考
慮
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
が
、
こ
の
画
家
に
は
川
端
氏
の
ご
と
き
山
気
が
な
い
。
素
直
に
そ
の
感
じ
を
現
わ
そ
う
と
す
る
芸
術
家

的
な
い
い
素
質
が
あ
る
。
先
輩
の
手
法
を
模
倣
し
て
年
々
そ
の
画
風
を
変
え
る
ご
と
き
不
見
識
に
陥
ら
ず
、
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謙
虚
な
自
然
の
弟
子
と
し
て
着
実
に
努
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

　
　
　
例
外
の
一
と
二
と
に
現
わ
れ
た
二
つ
の
道
が
日
本
画
を
救
い
得
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
未
来
に
か

か
っ
た
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
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