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国
立
演
芸
資
料
錦
（
仮
称
）
の
設
立
が
現
実
化
し
た
り
、
落
語
が
中
学

の
教
科
書
に
収
載
さ
れ
た
り
、
従
来
、
不
当
に
低
級
視
さ
れ
つ
づ
け
て

き
た
落
語
を
中
心
と
す
る
寄
席
演
芸
が
、
よ
う
や
く
正
当
な
評
価
を
受

け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
う
れ
し
い
。

寄
席
演
芸
が
、
不
当
な
評
価
を
受
け
て
き
た
最
大
の
原
因
は
r

テ
レ

ビ
普
及
以
前
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
以
来
r

江
戸
、
京
都
、
大
坂
}
°

そ
れ
に
名
古
屋
を
く
わ
え
た
大
都
会
偏
重
の
梃
端
な
都
会
芸
能
で
、
全

国
性
を
持
ち
え
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

明
治
初
期
、
各
分
野
の
芸
能
人
が
政
府
に
招
か
れ
た
さ
い
、
薩
長
出

身
の
政
府
要
人
の
前
で
、
落
語
と
い
っ
た
だ
け
で
は
理
解
さ
れ
な
い
の

主
と
し
て
落
語
に

大

衆

芸

能

の

今

昔

で
、
三
遊
亭
円
朝
が
口
演
し
て
み
せ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
が
、
落
語

を
中
心
と
し
た
寄
席
演
芸
の
大
都
会
偏
重
ぶ
り
を
そ
こ
に
見
る
。

間
題
を
落
語
の
今
昔
に
し
ぼ
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
年
一
年
と
広

い
層
の
聰
衆
の
獲
得
と
い
う
命
題
に
む
か
っ
て
の
苦
闘
の
連
続
だ
っ

こ。
ふー

お
と
ぎ
の
し
ゅ
う

落
語
家
の
遠
い
先
祖
に
八
御
伽
衆
＞
が
い
た
。

いて＇ー，
1

醐-、

津
は
な
し
や
そ
の
他
の

彼
ら
は
、
職
国
時
代
の
武
将
の
側
近
に
侍
し
、

芸
能
に
よ
っ
て
武
将
の
徒
然
を
な
ぐ
さ
め
る
役
割
を
果
た
し
た
の
だ

要
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八
匂
犀
＞
ま
で
演
じ
さ
せ
る
幅
広
い
演
目
を
用
意
し
た
。

ん
ら
に
富
む
可
楽
は
、

の
噺
に
ま
と
め
る
三
題
噺
や
、

で
も
人
気
を
あ
つ
め
た
。

年
正
月
二
日
初
日
の
興
行
の
さ
い
、

出
す
と
、

と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
ど

聰
衆
か
ら
三
つ
の
題
を
も
と
め
て
即
座
に
一
席

可
楽
の
努
力
に
よ
っ
て
、

が
、
幕
末
に
な
る
と
、

聴
衆
の
出
す
な
ぞ
を
巧
妙
に
解
く
こ
と

と
く
に
、

員
の
キ
メ
手
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

な
ぞ
解
き
は
好
評
で
、

ど
に
な
り
、
連
日
超
満
員
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

文
化
十
二

な
ぞ
解
き
を
や
る
と
い
う
ピ
ラ
を

そ
れ
ま
で
は
百
人
ぐ
ら
い
だ
っ
た
客
が
に
わ
か
に
二
百
人
ほ

こ
の
余
興
は
聰
衆
動

寄
席
に
聰
衆
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
だ

よ
り
広
い
層
の
聰
衆
が
寄
席
に
あ
つ
ま
る
こ
と

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
、
江
戸
に
お
こ
っ
た
大
地
震
は
、
あ

た
ら
し
い
聰
衆
を
寄
席
に
招
ぎ
よ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
と
い
う

の
は
、
復
興
景
気
で
、
手
間
賃
が
三
匁
か
ら
十
三
、
四
匁
に
は
ね
あ
が

っ
た
た
め
に
、
余
裕
の
で
き
た
職
人
た
ち
が
、
娯
楽
を
も
と
め
て
寄
席

ヘ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
寺
門
静
軒
著
『
江
戸
繁
昌
記
』

（
初
篤
天
保
三
年
、
一
八
三
二
）
に
よ
れ
ば
、
天
保
時
代
の
寄
席
の
聰
衆

は
田
舎
者
、
田
舎
侍
、
妾
、
隠
居
、
番
頭
、
手
代
な
ど
に
か
ぎ
ら
れ
て

い
た
と
い
う
か
ら
、
寄
席
の
ム
ー
ド
が
か
な
り
異
な
っ
た
色
彩
を
帯
び

て
き
ぇ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

文
化
年
間
（
一
八
0
四
ー
一
八
一
七
）
に
な
る
と
、
江
戸
で
も
上
方
で

も
、
常
設
の
寄
席
が
創
始
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、

天
候
に
左
右
さ
れ
る
、

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
安
定
し
た
演
芸
場
だ
っ
た
が
、
興
行
的
に
は
、

辻
噺
以
上
に
、
多
数
の
聴
衆
を
、
連
日
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

こ。t
 

江
戸
で
寄
席
興
行
の
推
進
力
と
な
っ
た
初
代
三
笑
亭
可
楽
は
、

動
員
の
た
め
に
ア
イ
デ
ア
の
限
り
を
尽
く
し
た
。

可
楽
自
身
は
滑
精
噺
を
得
意
に
し
た
が
、
門
下
の
朝
寝
坊
夢
楽
に
は

人
情
噺
を
、
林
家
正
蔵
に
は
怪
談
噺
を
、
船
遊
亭
扇
橋
に
は
音
曲
噺
を

ロ
演
さ
せ
、
そ
れ
以
外
に
、
都
楽
に
は
写
し
絵
（
幻
灯
）
を
、

は
百
眼
（
百
面
相
の
一
種
）
を
と
い
う
よ
う
に
、
噺
以
外
の
演
芸
で
あ
る

寄
席
の
様
相
を
一
変
さ
せ
る
ほ
ど
急
増
し
た
職
八
と
い
う
新
聰
衆
層

を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
た
め
に
、
落
語
界
で
は
醗
人
を
謳
歌
す
る
噺
が
多
く

ロ
演
さ
れ
た
が
、

た
め
に
、

ま
た
、
深
味
の
あ
る
話
芸
に
な
じ
み
の
な
い
彼
ら
の

歌
舞
伎
ジ
ョ
ー
と
も
い
う
べ
き
派
手
な
芝
居
噺
が
さ
か
ん
に

上
演
さ
れ
た
。

あ
っ
た
歌
舞
伎
小
屋
が

f

浅
草
観
童
表
手
の
猿
若
町
と
い
う
辺
地
に
移

さ
れ
て
か
ら
は
、

件
も
か
ら
ん
で
、

で
、
芝
居
噺
は
歌
舞
伎
に
あ
こ
が
れ
る
ひ
と
び
と
の
夢
を
満
た
し
て
い

た
。
な
に
し
ろ
、
芝
居
噺
と
い
う
も
の
は
、
人
情
噺
の
途
中
で
、
鳴
り

も
の
や
声
色
が
は
い
り

r

衣
装
は
引
き
ぬ
き
で
華
や
か
に
な
り
、

を
見
せ
、

と
き
に
は
短
刀
の
よ
う
な
小
道
具
も
つ
か
う
な
ど
、

す
べ
て
歌
舞
伎
闘
に
な
る
の
だ
か
ら
歌
舞
伎
の
代
役
を
果
た
し
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
う
い
う
時
期
に
、

ー
。
ハ
ー
族
に
ま
で
最
高
の
人
気
を
え
た
の
が
、

朝
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、

も
せ
よ
、

と
く
に
、

天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
、
江
戸
の
中
心
部
に

夜
明
け
に
閉
演
し
て
夕
方
に
終
演
と
い
う
時
間
的
条

歌
舞
伎
は
勤
労
階
緑
に
緑
逮
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の

芝
居
噺
を
華
麗
に
演
じ
、

八
大
都
会
の
＞
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
は
あ
る
に

大
衆
の
な
か
に
落
語
を
中
心
と
す
る
寄
席
演
芸
が
板
を
捻
ろ

し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

背
景

演
出
が

い
わ
ゆ
る
当
時
の
ミ

若
き
日
の
三
遊
亭
円
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一
大
に
興
行
し
て
道
ゆ
く
ひ
と
の
足
を
と
ど
め
、
噺
が
佳
境
に
は
い
っ
た

鹿
野
武
左
衛
門
が
有
名
だ
っ
た
が
、

し
よ
う
ぎ

演
者
は
広
床
几
の
上
の
机
に
よ
り

r

聰
衆
は
床
几
に
腰
を
か
け
る
。
晴

ョ
シ
ズ
張
り
の
小
屋
を
も
う
け

の
落
語
家
で
、
京
都
の
露
の
五
郎
兵
衛
、
大
坂
の
米
沢
彦
八
、
江
戸
の

そ
れ
は
、
延
宝
年
間
（
ニ
ハ
七
三
ー
一
六
八
0
)
か
ら
出
現
し
た
辻
噺

者
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
と
く
＼
笑
話
に
よ
っ
て
一
般
市
民
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
職
業
と
す
る

こ
う
な
る
と
、
御
伽
衆
が
戦
国
武
将
に
奉
仕
し
て
生
活
の
資
を
え
た

、

こ

。f
 

っ

L
V
 

t
c
 

4
4
-

は
、
上
流
階
級
に
奉
仕
す
る
御
伽
衆
の
手
か
ら
大
衆
の
手
に
と
解
放
さ

せ
ま
い
ヨ
シ
ズ
張
り
小
屋
の
辻
噺

聴
衆

可
上
に

が
つ
か
な
い
か
ら

r

身
振
り
入
り
の

し

か

た

ば

な

し

（
万
治
二
年
刊
『
私
可
多
咄
』
）
と
い
う
演
出
法
の
く
ふ
う
も
あ
り
笑
話

八
し
か
た
ば
な
し
＞

で
演
じ
た

印
刷
物
を
通
じ
て
一

般
市
民
の
手
に
渡
っ
た
わ
け
で
、
笑
話
と
い
う
あ
た
ら
し
い
娯
楽
に
胸

お
ど
ら
せ
る
市
民
た
ち
は
、
自
作
自
演
の
会
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
た

だ
、
は
な
し
の
筋
だ
け
し
ゃ
べ
る
の
で
は
、
都
会
人
と
地
方
人
の
区
別

豊
富
さ
を
く
わ
え
て
い
っ
た
。

戦
国
武
将
た
ち
に
専
有
さ
れ
て
い
た
笑
話
が
、

こ
れ
と
平
行
し
て
、

め
、
中
国
笑
話
本
の
翻
訳
や
翻
案
と
い
う
新
要
素
も
吸
収
し
て
内
容
も

市
民
の
自
作
自
演
の
笑
話
会
も
隆
盛
を
き
わ

『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
な
ど
の
笑
話
本
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。

と
た
ち
ま
で
も
動
員
し
た
。

が
、
平
和
な
江
戸
時
代
を
む
か
え
る
と

f

彼
ら
の
滑
稽
ば
な
し
は
、
折

ぎ

げ

ん

よ

う

き

し

ゅ

う

せ

い

す

い

し

よ

う

か
ら
創
始
さ
れ
た
木
版
技
術
に
よ
っ
て
、
『
戯
言
養
気
集
』
『
醒
睡
笑
』

毎
日
提
供
す
る
こ
の
街
頭
の
芸
術
家
は

F

笑
話
本
に
な
じ
み
の
な
い
ひ

こ
ろ
に
銭
を
あ
つ
め
る
と
い
う
、

す
こ
ぶ
る
庶
民
的
演
芸
で
、
笑
話
を
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ま
す
」
と
い
っ
て
笑
わ
せ
て
い
た
。

を
持
っ
て
か
け
こ
ん
で
来
た
な
ん
て
え
は
な
し
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
り

も
な
い
ひ
と
が
い
る
。

ハ
ナ
ジ
カ
を
カ
モ
シ
カ
と
ま
ち
が
え
て
、
鉄
砲

ゆ
く
て
え
と
、
落
語
な
ん
て
え
も
の
は
、
↓
見
た
こ
と
も
、
き
い
た
こ
と

故
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
が
、
噺
の
マ
ク
ラ
で
、

四
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

一
代
で
財
を
成
す
と
い
う
、
明
治

の
新
世
代
む
き
の
内
容
ゆ
え
に
評
判
を
あ
つ
め
、
修
身
の
敦
科
書
に
も

お
さ
め
ら
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、
落
語
の
聴
衆
の
底
辺
を
拡
大

し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
や
は
り
円
遊
の
活
躍
に
よ
る
と
こ
ろ
大

「
う
ん
と
田
舎
へ

こ
れ
は
、

い
さ
さ
か
ォ
ー
バ
ー
な
表
現
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
，
大
正
か

ら
昭
和
初
期
に
い
た
っ
て
も
、
落
語
が
、
ま
だ
ま
だ
全
国
に
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
状
態
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
に
は
い
る
と
、
年
一
年
と
落
語
普
及
の
た
め
の
道
が

ひ
ら
か
れ
て
い
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
ラ
ジ
オ
と
レ
コ
ー
ド
の
発
達
の
た
め
で
、
ラ
ジ
オ
は

N
H
K
一
局
だ
っ
た
か
ら
、
全
国
へ
の
影
響
力
は
強
い
と
は
い
え
な
か

っ
た
が
、
レ
コ
ー
ド
の
ほ
う
は
相
当
な
威
力
を
発
揮
し
た
。
な
か
ん
ず

べ
柳
家
金
語
楼
の
「
兵
隊
」

r

先
代
三
遊
亭
金
馬
の
「
居
酒
屋
」
な

ど
は
、
一
世
を
風
靡
し
た
も
の
だ
っ
た
。

0

0

0

 

そ
れ
は
、
落
語
の
速
記
本
を
読
ん
だ
だ
け
の
ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
、

実
物
を
聴
く
魅
力
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
り

r

迫
力
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
ぅ
に
し
て
、
落
語
の
全
国
普
及
へ
の
道
は
し
だ
い
に
開
か
れ

て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
完
全
に
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十

六
年
に
は
じ
ま
る
民
間
放
送
の
開
局
以
後
だ
っ
た
。

と
く
に
テ
レ
ビ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
落
語
は
、
は
じ
め
て
全
国
に
存

在
を
し
め
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
ま
だ
深
い
芸
の
味
を
鑑
賞
で
き

な
い
あ
た
ら
し
い
フ
ァ
ン
層
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
「
お
笑
い
タ
ッ

グ
e

マ
ッ
チ
」
「
末
広
珍
芸
シ
リ
ー
ズ
」
「
笑
点
」
な
ど
、
即
席
小
噺
や

な
ぞ
解
き
を
中
心
と
し
た
、
八
大
喜
利
＞
と
称
す
る
落
語
家
の
余
興
番
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京
に
あ
つ
ま
っ
て
き
た
あ
た
ら
し
い
聰
衆
の
要
求
で
も
あ
っ
た
。
と
く

に
、
新
時
代
風
俗
を
と
り
い
れ
、
奇
想
天
外
の
ギ
ャ
グ
に
よ
っ
て
古
典

を
現
代
化
し
、
新
作
も
手
が
け
て
爆
笑
に
徹
し
た
円
遊
は

f

近
代
落
語

史
上
の
惑
星
で
あ
り
、
落
語
普
及
の
た
め
の
水
先
案
内
で
も
あ
っ
た
。

円
遊
の
師
匠
円
朝
も
、
新
時
代
に
か
ん
が
み
て
、
実
録
人
情
噺
や

p

の
『
塩
原
多
助
一
代
記
』
は
、
無
一
文
の
青
年
が
、
義
理
や
息
孝
を
ま

も
り
つ
つ
、
勤
労
と
節
約
の
結
果
、

西
洋
ダ
ネ
の
翻
案
人
情
噺
な
ど
の
新
分
野
を
開
拓
し
、
と
く
に
実
録
物

そ
れ
は
、
二
代
目
柳
家
小
さ
ん
が
売
れ
て
い
る
こ
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

だ
と
い
う
か
ら
、
明
治
二
十
年
ご
ろ
の
で
き
ご
と
だ
と
思
う
。

小
さ
ん
の
看
板
が
、
神
田
の
寄
席
「
川
竹
」
に
出
て
い
る
の
を
見
た

ま
じ
り

五
人
の
書
生
が
、
江
戸
後
期
の
人
情
本
『
小
さ
ん
金
五
郎
・
仮
名
文
章
娘

節
用
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
美
人
芸
者
小
さ
ん
を
遮
想
し
て
入
場
し
た
と
こ

ろ
、
チ
ン
に
似
た
マ
ン
刃
式
美
男
の
小
さ
ん
が
出
て
き
た
の
で
、
「
な

ん
だ
、
こ
れ
が
小
さ
ん
か
、
美
人
か
と
思
っ
て
は
い
っ
て
み
た
が
、
こ

れ
は
醜
男
も
ひ
ど
過
ぎ
る
」
と
憤
慨
し
て
帰
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
な
か
に
、
明
治
に
な
っ
て
寄
席
の
聰
衆
の
色
彩
を
異
に
し

た
様
粗
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
明
治
の
新
時
代
を
む
か
え
、
全
国
か
ら
東
京
に
あ
つ
ま
っ

て
き
た
、
寄
席
に
な
じ
み
の
な
い
あ
た
ら
し
い
聴
衆
が
生
ま
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
た
。

こ
の
種
の
碧
衆
を
対
象
に
し
て
出
て
き
た
の
が
、
ス
テ
テ
コ
の
円

遁
ヘ
ラ
ヘ
ラ
の
万
橘
、
釜
掘
り
の
談
志
、
ラ
ご
ハ
の
円
太
郎
と
八
寄

席
四
天
王

y
と
呼
ば
れ
た
人
気
者
だ
っ
た
。

円
遊
の
ス
テ
テ
コ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
落
語
家
の
踊
り
は
坐
り
踊
り

だ
っ
た
の
に
、
立
ち
あ
が
っ
て
尻
っ
ぱ
し
ょ
り
で
半
股
ひ
き
を
見
せ
、

む
こ
う
腔
を
つ
き
出
し
て
、
お
か
し
な
手
つ
き
、
足
踏
み
で
踊
っ
た
の

で
あ
り

p

万
橘
の
ヘ
ラ
ヘ
ラ
と
は
、
小
噺
の
あ
と
で
、
赤
手
ぬ
ぐ
い
で

頬
か
ぶ
り
を
し
て
、
肌
ぬ
ぎ
に
な
っ
て
緋
ぢ
り
め
ん
の
長
じ
ゅ
ば
ん
を

出
し
、
赤
地
の
一
扇
子
を
か
ざ
し
な
が
ら
、
「
へ
ら
へ
ら
へ
っ
た
ら
、
ヘ

ら
へ
ら
へ
、
は
ら
は
ら
は
っ
た
ら
、
は
ら
は
ら
は
：
゜
．．． 
」
と
、
奇
炒
な

唄
を
歌
い
な
が
ら
の
坐
り
踊
り
で
あ
り
、
談
志
は
、
落
語
の
あ
と
で
、

羽
織
を
う
し
ろ
前
に
し
て
、
手
ぬ
ぐ
い
で
う
し
ろ
は
ち
ま
き
、
扇
子
を

半
び
ら
き
に
し
て
襟
に
さ
し
、
ざ
ぶ
と
ん
を
ふ
た
つ
折
り
に
し
て
か
か

え
る
と
、
あ
わ
れ
な
声
で
「
ア
ジ
ャ
ラ
カ
モ
ク
レ
ン
、
キ
ュ
ー
ラ
イ
ー
、
テ

コ
ヘ
ン
：
．．．． 
」
と
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
文
句
を
と
な
え
て
、
ざ
ぶ
と

ん
を
置
い
て
扇
子
を
と
る
と
r

鍬
で
釜
を
掘
り
出
す
し
ぐ
さ
に
な
っ

か
つ
ざ
よ

て
中
国
の
「
二
十
四
孝
」
の
郭
巨
の
釜
掘
り
を
ま
ね
た
の
で
あ
り
、

円
太
郎
は
、
ガ
タ
馬
車
の
御
者
が
持
つ
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
登
場
し
、
い

ろ
い
ろ
の
唄
の
あ
い
だ
に
、
「
納
豆
、
納
豆
」
「
と
う
ふ
ィ
、
．
な
ま
あ

げ
」
と
売
り
声
を
や
っ
た
り
、
馬
車
の
御
者
を
ま
ね
て
、
「
お
ば
あ
さ

ん
あ
ぶ
な
い
！
」
と
ど
な
っ
て
旗
を
振
り
、
ラ
ッ
パ
を
吹
い
た
り
し

-｝0 t
 こ

の
四
人
は
、
伝
統
的
な
、
江
戸
情
緒
ゆ
た
か
な
人
情
噺
中
心
の
東

京
落
語
界
に
お
い
て
、
反
伝
統
的
な
ナ
ン
セ
ン
ス
に
よ
る
笑
い
を
ま
き

お
こ
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
た
し
か
に
、
新
時
代
を
む
か
え
て
東
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組
が
な
ら
ぶ
こ
と
な
っ
た
。

こ
の
現
象
は
、

通
じ
る
も
の
で
、

さ
ら
に
ま
た
、

と
平
行
し
て
、

明
治
の
東
京
に
お
け
る
八
寄
席
四
天
王

y
の
業
績
に

つ
ね
に
、

よ
り
広
い
層
の
フ
｝
＇
ン
と
直
結
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
大
衆
芸
能
の
宿
命
の
道
す
じ
で
も
あ
る
。

分
秒
を
あ
ら
そ
う
テ
レ
ビ
に
お
い
て
、

成
功
し
た
林
家
一
一
一
平
や
、

わ
か
り
や
す

い
現
代
的
小
噺
を
、
息
を
切
ら
し
て
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
口
漠
す
る
こ
と
で

そ
の
手
法
を
古
典
落
語
の
世
界
に
持
ち
こ
ん

で
効
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
月
の
家
円
鏡
な
ど
の
姿
勢
も
、
落
語
を
全
国

に
普
及
さ
せ
る
点
に
お
い
て
買
献
度
は
高
い
。

テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
、
東
京
落
語
が
全
国
性
を
持
つ
方
向
に
む
か
う
の

上
方
落
語
も
、
六
代
巨
笑
福
亭
松
鶴
や
桂
米
朝
を
中
心

に
降
盛
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
が
、

え
ば
桂
米
朝
に
お
け
る
ご
と
く
、

弁
で
口
演
す
る
い
う
、

と
は
注
目
に
価
す
る
。

昭
和
初
期
以
来
、

ば
、
そ
の
復
興
ぶ
り
は
め
ざ
ま
し
い
。

ニ
ン
タ
ッ
。
ア

チ
ャ
コ
を
先
頭
と
す
る
漫
才
に
圧
倒
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
を
思
え

た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、

大
衆
芸
能
な
る
が
ゆ
え
に
、
落
語
は
、

と
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
は
た
し
か
な
の
だ
が
、

た
と

全
国
で
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
な
上
方

落
語
普
及
の
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

広
い
層
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
こ

そ
の
点
に
の
み
留
意
し

て
い
る
と
、
芸
の
錬
磨
と
い
う
側
面
が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な

な
い
わ
ね
」
と
、
不
満
を
も
ら
し
あ
う
女
性
グ
ル
ー
プ
が
い
た
そ
う
だ

が
、
こ
の
穂
の
ナ
ン
セ
ン
ス
を
も
と
め
る
だ
け
の
聰
衆
と
、
研
究
会
形

式
の
ホ
ー
ル
落
語
会
に
あ
つ
ま
る
落
語
通
と
の
落
差
は
あ
ま
り
に
も
大

き
い
。こ

の
ギ
ャ
ソ
プ
の
な
か
で
、
落
語
を
い
か
に
生
か
す
べ
き
か
と
い
う

間
題
を
め
ぐ
っ
て
、
落
語
家
た
ち
は
い
ず
れ
も
苦
悩
し
て
い
る
わ
け

で
、
つ
ね
に
そ
の
時
代
の
大
衆
と
対
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
八
生
き
た
芸

術
＞
で
あ
る
落
語
の
道
は
け
わ
し
い
。

こ
の
興
津
先
生
の
論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
落
語
を
は
じ
め

と
す
る
伝
統
的
な
大
衆
芸
能
は
、
古
来
寄
席
を
中
心
と
し
て
磨
き
あ
げ

ら
れ
、
時
代
時
代
の
大
衆
に
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国

の
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
正
統
的
な
芸
の
後
継
者
が
少
な
く
な
り
、

文
献
そ
の
他
の
貴
重
な
資
料
も
散
逸
し
つ
つ
あ
る
な
ど
憂
慮
す
べ
き
状

落
語
の
演
出
法
は
、
浪
曲
の
よ
う
に
、

と
や
ら
：
・
：
」
と
い
う
叙
述
を
も
ち
い
ず
、
噺
の
登
場
人
物
の
会
話
と

e

.

e

 

し
ぐ
さ
と
に
よ
っ
て
、
聰
衆
の
脳
裏
に
イ
メ
ー
ジ
を
よ
び
お
こ
す
こ
と

｀
合
•

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
し
ぐ
さ
ひ
と
つ
に
し
て
も
お
ろ
そ
か
に
は
で

き
な
い
。
故
八
代
目
桂
文
楽
が
、

つ
ぎ
の
裏
う
に
い
っ
て
い
る
。

自
伝
『
あ
ば
ら
か
べ
っ
そ
ん
』
で
、

「
む
ら
く
の
こ
ろ
の
円
馬
師
匠
が
、

ゆ
を
吸
う
と
こ
ろ
を
お
し
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、

つ
ゆ
じ
ゃ
な
い
、

お
つ
ゆ
を
吸
う
具
合
、
ほ
ん
と
に
鱈
昆
布
の
お
っ
ゆ
を
吸
っ
て
る
よ
う

.

.

 

t
 

に
み
え
る
ん
で
す
。
羊
か
ん
一
っ
た
べ
る
し
く
さ
で
も
、
ど
う
い
う
家

の
羊
か
ん
か
、

て
、
枝
豆
、

っ
て
く
る
。

こ
う
鱈
の
骨
を
だ
す
具
合

r

ち
ゃ
ん
と
た
べ
分
け
て
み
せ
て
く
れ
る
し
、

そ
ら
豆
、

ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
、

た
ひ
と
た
ち
は
、

甘
納
豆
、

ま
で
成
長
し
て
い
な
い
。
過
日
も
、

「
だ
れ
が
な
に
し
て
、

鰈
昆
布
（
た
ら
こ
ぶ
）
の
お
つ

た
し
か
に
ほ
か
の
お

昆
布
を
た
べ
て

r

な
ん

ま
た

豆
だ
っ

み
ん
な
た
べ
方
が
ち
が
う
ん
で
す
。
」

以
上
の
よ
う
な
演
出
力
を
会
得
す
る
た
め
に
芸
道
精
進
を
つ
づ
け
る

現
代
は
悩
み
多
き
時
代
と
な
っ
て
い
る
。

わ
ち
、
テ
レ
ビ
の
大
喜
利
番
組
に
よ
っ
て
八
落
語
家
＞
の
存
在
を
知
っ

す
な

八
落
語
＞
の
深
い
芸
を
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ

上
野
鈴
本
演
芸
場
の
廊
下
で
、
落

語
家
が
多
勢
な
ら
ん
で
や
る
墨
つ
け
、
こ
っ
こ
の
落
語
が
な
く
て
つ
ま
ら

た
だ
し
、
烙
語
を
全
国
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
い
う
努
力
が
多
少
な
り

と
も
実
を
む
す
ぶ
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
、
全
国
各

地
に
、
ち
い
さ
い
な
が
ら
も
鑑
賞
会
組
織
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
真
剣
に

八
芸
＞
を
味
わ
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
朗
報
と
い
え
る
。

職
国
武
将
と
御
伽
衆
の
専
有
物
で
あ
っ
た
笑
話
が
、
幾
多
の
段
階
を

経
て
、
全
国
各
地
の
大
衆
の
な
か
に
浸
透
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
今
昔
の
感
に
た
え
な
い
。

（
早
稲
田
大
学
教
授
）

況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
文
化
庁
で
は
、
落
語
、
講
談
、
浪
曲
、
漫
才
、

い
ろ
も
の
等
の
大
衆
芸
能
の
優
れ
た
技
芸
、
資
料
の
継
承
、
保
存
、
公

開
を
行
う
国
立
演
芸
資
料
館
（
仮
穂
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い

る。
文
化
庁
で
は
昭
和
四
十
九
年
に
演
芸
資
料
錮
設
立
準
備
調
査
会
を
設

け
、
「
演
芸
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
」
の
報
告
を
受
け
た
。
昭
和

←- 42 --



豆
十
一
年
度
は
国
立
劇
場
に
隣
接
す
る
建
設
用
地
を
朧
入
す
る
と
と
も

尺
基
本
設
計
を
策
定
し
た
。
本
年
度
は
す
で
に
実
施
設
計
の
策
定
を

完
了
し
、
こ
の
十
一
月
に
工
事
に
荒
工
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
来
年
度

は
工
事
を
完
了
し
、
開
餌
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
併
行
し

て
資
料
収
集
を
行
っ
て
お
り
、
古
書
籍
r
S
P
ン
コ
ー
ド
等
の
貴
置
な

資
料
を
多
数
収
集
し
て
い
る
。

開
館
後
は
、
資
料
の
収
集
e

保
存
、
公
開
、
後
継
者
の
養
成
、
演
芸

の
公
開
及
び
調
査
研
究
普
及
等
の
大
衆
芸
能
に
関
す
る
事
業
を
総
合
的

に
推
進
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

ー
ー
施
設
の
概
要
ー
ー

設
置
場
所
東
京
都
千
代
田
区
隼
町
四
番
及
び
九
番

（
国
立
劇
場
敷
地
及
び
そ
の
隣
接
地
）

建
物
規
模

建
築
面
積
一
、

0
1
―
平
方
メ
ー
ト
ル

延
床
面
積
二
、
三
六

0
平
方
メ
ー
，
ト
ル

構

造

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

施
設
の
主
な
内
容

資
料
部
門
三
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

地
上
四
階
地
下
一
階

資
料
公
開
展
示
室
、
文
献
閲

覧
室
、
試
写
試
聴
室
、
文
献
資
料
室
、
物
品
資
料
室
な

的

0

戸｀
 

ど）

ホ
ー
ル
部
門
九
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル
（
舞
台
、
ホ
ー
ル
（
客
席
数

三

0
0席
）
、
ロ
ビ
ー
、
楽
屋
、
稽
古
場
、
会
騎
室
な

ど）

管
理
部
門
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル
（
事
務
室
な
ど
）

機
械
室
•
そ
の
他
九
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル
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私
学
関
係
資
料

八

資

料

＞

諸
外
国
の
私
学
制
度

管
理
局
企
画
調
整
課

大
臣
宣
房
調
査
統
計
課

管
理
局
私
学
振
興
騨

私
学
の
発
展
の
推
移

＾

解

説

＞

私
立
高
等
学
校
の
現
状
と
課
題

私
立
財
政
の
現
状
と
課
題

市

川

昭

午

清

水

辛

私
大
十
考

相

馬

勝

夫

（
出
席
者
）

村

井

資

長

・

堀

越

克

明

。

大

石

脩

而

河
野
重
男
。
ハ
司
会
＞
鈴
木
樽
司

私
学
の
役
割
と
そ
の
振
興
策

〔
特
集
。
私
学
の
振
興
〕

私
学
の
振
興

〔
座
談
会
〕

次

号

。

目

次

天

城

勲

◇
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
」
と

は
寺
田
寅
彦
氏
の
言
葉
だ
が
、
忘
れ
た
頃
に

や
っ
て
来
る
の
は
天
災
に
限
ら
な
い
。
社
会

の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
も
、
一
時
的
に
興

奮
し
て
も
、
あ
と
は
報
道
な
ど
で
そ
ん
な
こ

と
も
あ
っ
た
か
な
と
思
い
出
す
く
ら
い
で
忘

れ
て
し
ま
う
。
情
報
過
多
の
こ
ん
に
ち

f

や

む
を
得
な
い
と
も
言
え
る
が
、
こ
う
い
う
時

代
だ
か
ら
こ
そ
息
の
長
い
、
根
気
強
い
追
究

を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

◇
「
息
の
長
い
」
と
い
え
ば
、
閲
伊
玖
麿
氏

の
『
パ
イ
プ
の
け
む
り
』
を
思
い
出
す
。
続

続
・
々
、
ま
た
：
・
：
'
と
現
在
バ
冊
目
だ
が
、
第

一
冊
目
か
ら
か
れ
こ
れ
十
年
以
上
に
な
る
だ

ろ
う
。
転
変
激
し
い
出
版
物
の
中
に
あ
っ
て

貴
霙
な
存
在
と
い
え
る
。

◇
大
仏
次
郎
氏
の
『
天
皇
の
世
紀
』
も
息
の

長
い
作
品
と
い
え
る
。
維
新
の
動
乱
を
じ
つ

に
精
緻
に
そ
し
て
悠
々
と
描
い
て
お
り
、
読

ん
で
い
る
こ
ち
ら
の
方
が
じ
れ
っ
た
く
な
っ

た
り
根
負
け
し
て
し
ま
う
。

◇
本
誌
は
大
正
九
年
に
創
刊
さ
れ
て
以
来
五

十
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
が
、
た
ん
に
時
間

的
な
長
さ
だ
け
で
な
く
、
内
容
に
お
い
て
、

息
の
長
い
も
の
に
し
た
い
と
考
え
る
次
第
で

あ
る
。

(
I
)
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第 69号 文 化 月 報 (6) 

落
語
、
講
談
‘
浪
曲
、
漫
才
、
い
ろ
も
の

等
の
大
衆
芸
能
の
た
め
の
演
芸
資
料
館
の
設

立
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
文
化
庁
長
官

の
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
演
芸
資
料

館
設
立
準
備
調
査
会
（
会
長
・
南
部
圭
之
助

氏
）
は
、
去
る
四
月
九
日
ぅ
第
一
回
目
の
会

合
を
開
い
た
。

我
か
国
独
自
の
伝
統
的
な
大
衆
芸
能
の
優

れ
た
技
芸
は
、
我
が
国
の
優
れ
た
文
化
的
財

産
の
一
っ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
今
日
、
こ
れ
ら
の
大
衆
芸

能
の
多
く
は
貴
重
な
資
料
の
散
逸

P

正
統
的

な
芸
の
後
継
者
の
減
少
等
が
目
立
つ
状
態
に

あ
る
。特

に
f

各
種
文
献
を
は
じ
め
貴
重
な
芸
能

資
料
が
年
と
と
も
に
散
逸
、
滅
失
し
つ
つ
あ

り
、
ま
た
広
く
活
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も

多
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
散
逸
、
滅
失

を
防
ぐ
た
め
の
措
置
と
し
て
資
料
の
収
集
を

早
急
に
行
う
と
と
も
に
、
大
衆
芸
能
の
優
れ

た
技
芸
の
保
存
・
振
興
等
の
た
め
の
演
芸
資

料
館
（
仮
称
）
の
設
立
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

演
芸
資
料
館
設
立
準
備
調
査
会
は
、
本
年

二
月
に
発
足
し
た
芸
術
文
化
専
門
調
査
会
（
大

衆
芸
能
部
門
）
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

緊
急
に
収
集
す
る
必
要
の
あ
る

寄
席
芸
能
を
中
心
と
す
る
大
衆

芸
能
関
係
資
料
、
演
芸
資
料
館

（
仮
称
）
の
行
う
調
査
研
究
、
後

継
者
の
養
成
事
業
等
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

委
貝
は
次
の
と
お
り
（
敬
称

各）。
何

有
竹
修
二
（
評
論
家
）
、
池
田

弥
三
郎
（
慶
大
教
授
）
、
榎
本
滋

民
（
劇
作
家
）
、
興
津
要
（
早
大

教
授
）
、
小
島
貞
二
（
演
芸
評
論

家
）
、
小
菅
一
夫
（
作
家
）
、
坂
本

朝
一

(
N
H
K
放
送
総
局
長
）
、

高
橋
博
（
評
論
家
）
、
玉
川
一
郎

（
作
家
）
、
南
部
圭
之
助
（
評
論

家
）
、
旗
一
兵
（
同
）
、
坊
城
俊
周

（
フ
ジ
ボ
ニ
ー
杜
長
）
、
ア
ダ
チ

竜
光
（
奇
術
実
演
家
）
、
東
家
浦

太
郎
（
浪
曲
実
演
家
）
、
古
今
亭

今
輔
（
落
語
家
）
、
春
風
亭
柳
昇

（
同
）
、
宝
井
馬
琴
（
講
談
実
演

家
）
、
柳
家
小
さ
ん
（
落
語
家
）
、

柳
家
つ
ば
め
（
同
）
、
リ
ー
ガ
ル

天
オ
（
漫
才
実
演
家
）
。

足

サ

ナ

ー

t
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