
資
料
紹
介

東
流
二
絃
琴
に
関
す
る
資
料
目
録（
昭
和
前
期
篇
）

重　

松　

恵　

美

一　

は
じ
め
に

　

前
稿
お
よ
び
前
々
稿（（
（

で
は
、
東
あ
ず
ま
り
ゆ
う
に
げ
ん
き
ん

流
二
絃
琴
に
関
す
る
明
治
期
か
ら
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
（ま
で
の
文
献
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
は
そ
の
続
編
で
あ
り
、
昭

和
前
期
篇
と
し
て
昭
和
十
七
年（
一
九
四
二
（ま
で
の
資
料
を
収
録
し
た
。

　

今
回
の
資
料
の
大
半
は
、
東
流
の
ラ
ジ
オ
出
演
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
町
田

嘉
章（
佳
聲
（が
レ
コ
ー
ド
解
説（（
（

に
書
き
残
し
て
い
た
通
り
、
ラ
ジ
オ
出
演
の
記
録

を
た
ど
る
と
蘆
水
派
と
蘆
江
派
の
対
立
の
様
子
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回

の
調
査
で
新
た
に
判
明
し
た
こ
と
も
幾
つ
か
あ
る
。
蘆
江
が
四
代
家
元
藤
舎
蘆
船

を
名
乗
る
前
に
二
代
蘆
瑟
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
。
蘆
江
の
家
元
襲
名
に
対
抗
し

て
蘆
水
は
「
蘆
水
派
の
家
元
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
蘆
翁
を
名
乗
り
、
蘆
水
の
名
を

弟
子
に
継
が
せ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
女
性
奏
者
た
ち
の
活
躍
は
、
新
聞
紙
上
に
常
に
話
題
を
提
供
し
た
。

彼
女
た
ち
は
素
人
奏
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
素
人
で
あ
る
か
ら
こ

そ
の
話
題
性
を
持
っ
て
、
顔
写
真
や
芸
歴
、
本
名
が
紙
上
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
東
流
の
女
師
匠
に
は
、
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
家
庭
の
婦
人

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
い
、
弟
子
を
取
っ
て
い
て
も
そ
れ
は
生
活
の
た
め

で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
専
業
の
師
匠
や
職
業
演
奏
家
を
持
た
な
い（
と
さ
れ
る
（東

流
は
、
そ
の
楽
派
を
継
承
し
存
続
さ
せ
る
上
で
大
き
な
困
難
を
抱
え
て
い
た
と
言

え
る
。

　

ラ
ジ
オ
出
演
は
新
た
な
弟
子
の
獲
得
に
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
戦
時

体
制
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
新
聞
紙
上
の
ラ
ジ
オ
欄
や
演
芸
欄
は
縮
小
さ
れ
、
二

絃
琴
に
関
す
る
記
事
も
紙
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
東
流
の
ラ
ジ

オ
出
演
が
継
続
さ
れ
た
の
は
、
東
流
二
絃
琴
と
い
う
も
の
が
復
古
精
神
や
愛
国
精

神
と
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
、
時
局
に
害
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
な
の
だ

ろ
う
。

　

幕
末
に
「
土
佐
藩
士
を
中
心
に
多
く
の
愛
好
家
が
輩
出
し
た（（
（

」
と
伝
え
ら
れ
る

一
絃
琴
、「
中
山
琴
主
が
出
雲
大
社
な
ど
に
献
奏
す
る
音
楽
の
楽
器
と
し
て
創

案
（
（
（

」
し
た
と
伝
わ
る
八
雲
琴
、
そ
れ
ら
と
は
思
想
的
に
隔
絶
し
た
俗
な
楽
器
と
し

論
文
タ
イ
ト
ル
２
行
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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て
東
流
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
東
流
に
お
い
て
一
絃
琴

や
八
雲
琴
の
思
想
的
影
響
は
多
大
で
あ
っ
て
、
東
流
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
東
流
が
先
行
楽
派
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
八
雲
琴
と
東
流
と
の
継
続
性
に
つ
い
て
は
、
中
条
信
礼（
国
学
者
（、
本

多
利
實（
二
代
藤
舎
蘆
船
（、
大
岸
元
琴（
八
雲
大
岸
流
家
元
（ら
と
の
関
わ
り
を
読
み

解
く
こ
と
で
、
新
た
な
見
解
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
昭
和
前
半
期
の
文
字
資
料
お
よ
び
音
声
資
料
を
紹
介
す
る
。

ラ
ジ
オ
出
演
に
関
す
る
記
事
な
ど
、
新
聞
各
紙
に
見
ら
れ
る
情
報
は
、
別
立
て
と

す
る
。
八
雲
琴
と
東
流
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
出
来
事

で
あ
り
、
本
稿
末
尾
に
付
記
と
し
て
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二　

資
料
目
録（
昭
和
四
年
以
降
の
文
献
（

一
九
二
九
年（
昭
和
四
（十
二
月

ラ
ヂ
オ
協
会
、
日
本
ラ
ヂ
オ
総
覧
編
纂
部
編
集
兼
発
行
『
日
本
ラ
ヂ
オ
総
覧　

後

巻
』
三
頁

《
概
要
》
演
奏
者
・
音
楽
家
の
人
物
情
報
の
中
に
「
二
絃
琴
、
東
流
『
藤
舎
蘆

水
』
森
こ
う
」
を
収
録
。「（
略
（蓋
し
二
絃
琴
界
に
と
つ
て
は
、
先
輩
蘆
瑟
、
蘆

洲
の
両
師
は
既
に
老
境
に
入
つ
て
、
又
街
頭
に
叫
び
か
け
る
の
元
気
な
く
、
斯
界

復
活
の
重
大
な
責
務
は
独
り
女
史
の
双
肩
に
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
女
史
の

出
現
は
斯
界
人
の
エ
ン
ヂ
エ
ル
と
し
て
脅
威
の
眼
を
以
て
迎
え
ら
れ
、
明
日
の
二

絃
琴
界
に
と
つ
て
は
大
い
に
期
待
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
。」

《
注
》『
現
代
音
楽
大
観（（
（

』（
一
九
二
七
（の
人
物
情
報
と
ほ
ぼ
同
内
容
。

一
九
三
〇
年（
昭
和
五
（九
月

長
谷
川
時
雨
「
神
田
附
木
店 

―― 

日
本
橋
」『
女
人
芸
術
』
第
三
巻
九
月
号

《
概
要
》
長
谷
川
時
雨
の
幼
少
期
の
見
聞
を
中
心
に
、
日
本
橋
近
辺
に
暮
ら
す

人
々
を
描
い
た
連
載
随
筆
。「
神
田
附
木
店
」
の
回（
連
載
第
一
七
回
（は
、
時
雨
九

歳
の
夏
の
出
来
事
か
ら
始
ま
る
。

「
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
」
こ
と
「
あ
た
し
」（
の
ち
の
時
雨
（は
、
八
月
の
暑
い
午
後
、

「
古
帳
面
屋
の
お
き
ん
ち
や
ん
に
連
れ
ら
れ
て
、
附
木
店
の
お
き
ん
ち
や
ん
の
叔

母
さ
ん
の
家
へ
」
行
っ
た
。
お
き
ん
ち
ゃ
ん
は
「
十と

う歳
で
、
小
柄
で
、
ま
せ
て
ゐ

る
、
清
元
の
巧じ

よ
う
ず者
な
町
の
小
娘
」
で
、
そ
の
叔
母
さ
ん
は
「
そ
の
時
分
、
好
事
家

の
間
か
ら
、
漸
く
一
般
的
に
流
行
し
か
け
て
来
た
、
東
流
二
絃
琴
の
お
師
匠
さ

ん
」
だ
っ
た
。

「
そ
の
後
十
年
も
の
間
に
ぼ
ん
や
り
と
知
つ
た
も
の
だ
が 

―― 

東
流
二
絃
琴
は
明

治
十
七
年
こ
ろ
世
に
流
行
し
は
じ
め
た
。
家
元
の
藤
舎
芦
船
と
い
つ
た
加
藤
某
は
、

世
を
す
ね
て
風
流
文
雅
に
反そ

れ
た
士
で
あ
る
。
高
弟
藤
舎
芦
雪
、
ま
た
な
み
な
み

の
材
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
後
継
者
が
早
折
し
な
か
つ
た
ら
、
東
流
二
絃
琴
は
も

つ
と
ひ
ろ
ま
つ
た
で
あ
ら
う
と
惜
ま
れ
て
ゐ
た
。
／
芦
船
、
芦
雪
は
歌
曲
と
も
に

創
作
す
る
力
を
も
ち
九
十
五
曲
を
作
り
ひ
ろ
め
た
。
こ
の
二
絃
琴
の
特
長
は
粋い

き

上ひ
と

品が
ら

な
の
で
あ
る
。
荻
江
節
も
一
中
も
河
東
も
、
詩
吟
も
琴
う
た
も
投
節
も
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
よ
き
節
を
巧
み
に
と
り
入
れ
て
、
し
か
も
楽
器
相
当
に
短
章
に
つ
く

つ
た
と
こ
ろ
に
妙
味
が
あ
つ
た
。」（
略
（

「
九
代
目
市
川
團
十
郎
が
「
忠
臣
蔵
」
の
大
星
内
蔵
之
助
で
山
科
の
別
れ
に
「
冬

の
惠
」
を
奏
で
、
ま
た
四
国
旅
行
の
旅た

び

土づ

産と

に
「
三
津
の
眺
め
」
の
唱
歌
を
つ
く

たマ
マ

の
で
一
層
評
判
に
な
つ
た
。（
略
（今
で
も
片
岡
仁
左
衛
門
が
大
石
を
す
る
と
二
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絃
琴
を
弾
く
が
調
子
が
と
と
の
は
な
い
の
で
耳
に
つ
く
。
團
十
郎
も
し
き
り
に
調

子
を
直
し
直
し
、
芝
居
が
楽
に
な
つ
た
さ
う
で
さマ

マ

る
。」（
略
（

「
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
が
二
絃
琴
の
お
し
よ
さ
ん
の
家
に
い
つ
た
時
分
に
は
、
も
う
家

元
芦
船
も
芦
雪
も
歿
な
つ
て
ゐ
た
。
直じ

き

門も
ん

に
、
芦ろ

質し
つ

、
芦ろ
し
ゆ
う洲
、
芦ろ

總そ
う

、
芦ろ

壽す

賀が

等

が
残
つ
て
ゐ
た
。
き
ん
ぼ
う
の
お
ば
さ
ん
が
そ
の
藤
舎
芦
壽
賀
な
の
で
あ
る
。」

「
芦
質
さ
ん
と
い
ふ
女
が
一
番
名
望
家
ら
し
か
つ
た
。（
略
（斯
波
さ
ん
の
御
新
造

と
い
つ
て
、
浅
草
蔵
前
の
方
に
居
た
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
民
政
党
の
斯
波
氏
の

お
う
ち
の
方
だ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
女ひ

と

が
家
元
の
格
を
も
つ
て
ゐ
た
や
う

だ
つ
た
。」

「
日
本
橋
伊
勢
町
の
方
に
芦
洲
さ
ん
は
住
ん
で
ゐ
た
。（
略
（い
ま
、
東
流
二
絃
琴

の
正
統
な
弾
手
と
し
て
奮
闘
し
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
人
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
ち

が
ひ
な
い
、
ご
く
若
い
娘
さ
ん
た
ち
で
名
と
り
に
な
つ
て
ゐ
た
人
の
あ
つ
た
こ
と

を
思
ひ
だ
す
。
こ
の
派
の
弾
きマ

マ

手
な
ら
、
直
門
の
正
し
い
手
法
と
い
へ
る
だ
ら
う
。

（
略
（」

「
私
の
家
に
も
芦
船
氏
が
来
た
の
だ
さ
う
だ
が
、（
略
（父
が
時
た
ま
と
り
だ
し
て
、

安
座
を
か
い
て
、
奏ろ

管か
ん

でマ
マ（

琴
爪
（琴
に
つ
け
た
譜
面
の
星
を
ウ
ロ
ウ
ロ
探
し
あ
て

て
弾
い
て
ゐ
た
。
大
か
た
九
世
團
十
郎
時
代
の
お
弟
子
の
一
員
で
で
も
あ
つ
た
の

で
あ
ら
う
。
父
は
そ
の
琴
を
撫
て
い
つ
た
。
／
「
こ
れ
は
芦
船
の
形
見
だ
よ
。」」

《
注
》「
長
編
随
筆　

日
本
橋
」
は
一
九
二
九
年
四
月
か
ら
一
九
三
二
年
五
月

ま
で
連
載
さ
れ
、
一
九
三
五
年
に
『
旧
聞
日
本
橋
』（
岡
倉
書
房
（と
し
て
刊

行
さ
れ
た
。

「
芦
質
」
と
あ
る
の
は
、
蘆
瑟
改
め
三
代
蘆
船（
本
名
、
斯
波
ま
さ
（。
日
本

橋
伊
勢
町
の
「
芦
洲
」
と
は
、
蘆
洲（
本
名
、
大
澤
や
す
（の
こ
と
か
、
あ
る

い
は
蘆
水（
本
名
、
森
こ
う
（の
師
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
蘆
柳
と
混
同
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。『
現
代
音
楽
大
観
』（
一
九
二
七
（に
よ
る
と
、
蘆
洲
の
現
住
所

は
小
石
川
区
で
明
治
期
の
住
所
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
一
方
、
蘆
柳
は

か
つ
て
日
本
橋
伊
勢
町
に
住
ん
で
い
た
と
あ
る
。
長
谷
川
時
雨
が
「
い
ま
、

東
流
二
絃
琴
の
正
統
な
弾
き
手
と
し
て
奮
闘
し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
た
の
が
ラ

ジ
オ
で
活
躍
し
て
い
た
蘆
水
派
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
蘆
柳
の
弟
子
と

孫
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
前
年
末
に
蘆
洲
が
蘆
水
を
「
家
元
直
門
で
な
い
」
と

新
聞
紙
上
で
批
判
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
見
る
と
興
味
深
い
問
題
で
あ
る（
蘆

洲
の
発
言
に
つ
い
て
は
本
目
録
の
後
段
に
て
紹
介
す
る
（。

同
年
十
月

長
谷
川
時
雨
「
明
治
座
今
昔 

―― 

日
本
橋
18
」『
女
人
芸
術
』
第
三
巻
十
月
号

《
概
要
》
本
文
冒
頭
に
小
見
出
し
と
し
て
「
神
田
附
木
店（
ツ
ヾ
キ
（」
と
あ
る
。

二
絃
琴
に
関
す
る
箇
所
は
、
以
下
の
通
り
。

「
芦
壽
賀
さ
ん
は
、
向
ふ
両
国
の
青
柳
と
い
つ
た
有
名
な
料
亭
の
女
将
で
も
あ
つ

た
。
百
本
杭
の
角
で
、
駒
止
橋
の
前
に
あ
つ
て
、
後
に
は
二
洲
楼
と
よ
ば
れ
、
さ

び
れ
て
し
ま
つ
た
が
、
そ
の
当
時
は
格
式
も
高
く
、
柳
橋
の
亀
清
よ
り
き
こ
え
て

ゐ
た
の
だ
。（
略
（だ
か
ら
お
し
よ
さ
ん
が
、
お
嬢
さ
ん
あ
い
て
の
月
謝
を
す
こ
し

ば
か
り
集
め
て
、
二
絃
琴
な
ん
ぞ
教
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
め
ん
ど
く
さ
か

つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
慰
さ
み
半
分
の
閑
を
消
す
た
め
だ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。」

（
略
（

「
お
し
よ
さ
ん
の
家
へ
は
、
綺
麗
な
娘
さ
ん
た
ち
が
多
く
来
た
。
み
ん
な
美
し
い

人
だ
つ
た
。
お
母
さ
ん
や
ば
あ
や
さ
ん
の
自
慢
の
娘
さ
ん
た
ち
だ
つ
た
。
鴛
鴦
に
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鹿
の
子
を
か
け
た
り
、
ゆ
ひ
わ
た
島
田
に
い
つ
た
り
、
高
嶋
田
だ
つ
た
り
、
赤
い

襟
に
、
着
も
の
に
は
黒
繻
子
を
か
け
、
ど
ん
な
よ
い
着
物
で
も
、
町
家
だ
か
ら
前

か
け
を
か
け
て
ゐ
る
の
が
多
か
つ
た
。
前
垂
れ
の
友
禅
ち
り
め
ん
が
、
着
物
よ
り

派
手
な
柄
だ
か
ら
揃
つ
て
ゐ
る
と
綺
麗
だ
つ
た
。
春
の
夕
暮
な
ど
、
鬼
ご
つ
こ
や

目
か
く
し
を
す
る
と
、
せ
ま
い
新
道
に
花
が
こ
ぼ
れ
た
や
う
に
冴さ

え

々ざ
え

し
た
色い

ろ彩
が

流
れ
た
。」

《
注
》
お
師し

よ匠
さ
ん（
芦
壽
賀
（が
若
い
こ
ろ
両
国
に
「
並
び
茶
屋
を
出
し
」

て
い
た
こ
と
、
芦
壽
賀
の
姉
が
「
吉
原
で
清
元
で
売
っ
た
芸
者
」
で
あ
り
、

末
の
妹
が
「
踊
り
の
師
匠
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、「
神
田
附
木
店
」
の

章
に
記
さ
れ
て
お
り
、
本
章
冒
頭
の
「
有
名
な
料
亭
の
女
将
」
は
、
そ
れ
に

付
随
す
る
情
報
で
あ
る
。「
明
治
座
今
昔
」
の
章
に
は
芦
壽
賀
を
芦
須
賀
と

表
記
し
た
箇
所
も
あ
る
。

一
九
三
四
年（
昭
和
九
（六
月

田
邊
尚
雄
「
二
絃
琴
」（
藤
村
作
編
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
、
新
潮
社
（一
七
〇

―
一
七
一
頁

《
概
要
》「
二
絃
琴
」
の
「
異
称
」
を
「
八
雲
琴
」
と
し
、
そ
の
「
沿
革
」
の
後
半

部
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
大
岸
正
常
は
号
を
元
琴
と
い
ひ
、
江
戸
に
出
て
下

谷
根
岸
に
ゐ
た
。
そ
の
時
江
戸
の
旗
本
の
次
男
に
加
藤
亀
太
郎
と
い
ふ
者
が
あ
り
、

幼
よ
り
音
曲
を
好
み
、
長
唄
の
囃
子
に
達
し
て
ゐ
た
が
、
大
岸
元
琴
の
門
に
入
つ

て
八
雲
琴
を
学
び
、
八
雲
琴
の
古
風
な
る
に
慊
ら
ず
思
ひ
、
俗
曲
・
端
唄
等
の
俗

耳
に
入
り
易
い
も
の
を
主
と
し
て
奏
し
た
の
で
、
師
か
ら
破
門
さ
れ
た
。
そ
こ
で

彼
は
自
ら
藤
舎
蘆
船
と
名
乗
り（
藤
舎
と
は
、
彼
の
定
紋
が
下
り
藤
で
あ
る
の
に
よ
る
（、

八
雲
琴
の
名
を
改
め
て
、
東
流
二
絃
琴
と
称
し
て
世
に
弘
め
た
。
関
東
に
於
て
は
、

遂
に
八
雲
琴
を
圧
倒
し
て
独
り
栄
え
る
に
至
つ
た
。
初
代
蘆
船
の
一
子
加
藤
常
理

は
、
愚
に
し
て
遂
に
家
産
を
蕩
尽
し
た
が
、
常
理
の
妻
は
ま
の
兄
本
多
利
實
な
る

者
が
、
そ
の
跡
を
襲
い
で
二
代
目
蘆
船
と
称
し
、
一
時
は
相
当
の
勢
力
も
あ
つ
た

が
、
明
治
の
末
年
か
ら
急
に
衰
へ
て
、
今
日
で
は
門
弟
等
が
辛
う
じ
て
そ
の
跡
を

維
持
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
。」

《
注
》
八
雲
琴
と
東
流
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
挿
話
が
し
ば
し
ば

伝
説
的
に
語
ら
れ
て
き
た
。
神
前
楽
器
と
し
て
の
八
雲
琴
の
側
か
ら
、
東
流

は
正
統
で
な
い
と
さ
れ
、
東
流
の
み
な
ら
ず
大
岸
流
の
八
雲
琴
か
ら
し
て
正

統
で
な
い
と
い
う
説（（
（

も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

一
九
四
一
年（
昭
和
十
六
（十
一
月
～
一
九
四
二
年
一
月

長
谷
川
時
雨
「
渡
り
き
ら
ぬ
橋
」『
新
女
苑
』

《
概
要
》
長
谷
川
時
雨
の
自
叙
伝
小
説
と
さ
れ
る
作
品
で
、
没
後
発
表
さ
れ
た
。

二
絃
琴
に
関
す
る
記
述
は
以
下
の
通
り
。「
折
も
を
り
、
幼
少
か
ら
可
愛
が
つ
て
、

自
慢
の
弟
子
に
し
て
く
れ
て
ゐ
た
長
唄
六
三
郎
派
の
老と

し
よ
り女
師
匠
か
ら
、
義
理
で
盲

目
の
女
師
匠
に
替
へ
ら
れ
た
り
し
て
、
面
白
味
を
な
く
し
て
ゐ
た
せ
ゐ
か
、
九
歳

の
時
か
ら
は
じ
め
て
ゐ
た
、
二
絃
琴
の
師
匠
の
方
へ
ば
か
り
ゆ
く
の
が
、
と
か
く

小
言
を
い
は
れ
る
た
ね
に
な
つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
二
絃
琴
の
お
師
匠
さ
ん
が

ま
た
、
褒
め
る
つ
も
り
で
、
宅
へ
お
出
で
な
す
つ
て
ゐ
て
も
、
い
つ
も
本
箱
の
蟲

の
や
う
に
、
草
双
紙
ば
か
り
見
て
お
出
で
な
の
に
、
何
時
耳
に
入
れ
て
ゐ
る
か
、

他
人
の
お
稽
古
で
覚
え
て
し
ま
つ
て
、
世
話
の
な
い
お
子
で
す
と
、
お
世
辞
を
い

つ
た
の
だ
つ
た
。」
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《
注
》
の
ち
、
戦
後
版
『
旧
聞
日
本
橋
』（
青
蛙
房
、
一
九
七
一
年
（に
収
録
さ

れ
た
。
引
用
は
、『
長
谷
川
時
雨
全
集
』
第
五
巻（
日
本
文
林
社
、
一
九
四
二
年
（

の
復
刻
版（
不
二
出
版
、
一
九
九
三
年
（に
よ
る
。

一
九
四
二
年（
昭
和
十
七
（十
月

長
田
幹
彦
作
詞
、
清
元
梅
次
作
曲
「
舞
踊
組
曲
：
梅
の
宵
月
」
コ
ロ
ム
ビ
ア

《
概
要
》
演
奏
は
、
豆
千
代（
歌
（、
清
元
梅
次（
三
味
線
（、
清
元
梅
眞
次（
三
味
線
（、

藤
舎
蘆
月（
二
弦
琴
（。
収
録
時
間
三
分
三
〇
秒
。

《
注
》
豆
千
代
は
、
一
九
三
四
年
五
月
二
十
九
日
の
新
聞
各
紙
に
豆
千
代
初

放
送（
ラ
ジ
オ
デ
ビ
ュ
ー
（の
記
事
が
あ
り
、
以
後
、
流
行
歌
手
と
し
て
活
躍

し
た
。
現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
国
立
国
会
図
書

館
お
よ
び
歴
史
的
音
源
配
信
参
加
館
内
公
開
（に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

同
年
十
一
月

寺
島
柾
史
「
原は

ら
た
か
し
敬
と
芦ろ

翠す
ゐ

女ぢ
よ

」（
寺
島
柾
史
『
寺
島
柾
史
選
集
：
冒
険
、
実
話
、
小
説
』

文
松
堂
（二
六
二
―
二
九
九
頁

《
概
要
》
原
敬
の
若
き
日
の
恋
人
で
あ
っ
た
芸
者
お
よ
し（
芳
松
（が
、
の
ち
に
「
吾

妻
二
絃
琴
」
の
師
匠（
藤ふ
ぢ

の
舎や

芦ろ

翠す
い

（と
な
っ
て
鹿
鳴
館
で
原
と
再
会
す
る
と
い
う

小
説
。
全
八
章
の
章
題
は
次
の
通
り
。
一
章
「
手
紙
の
謎
」、
二
章
「
上
等
車
の

客
」、
三
章
「
胸
騒
ぎ
」、
四
章
「
義
理
と
恋
」、
五
章
「
月
に
訴
へ
る
」、
六
章

「
吾
妻
二
絃
琴
」、
七
章
「
あ
き
ら
め
」、
八
章
「
佳
人
の
不
遇
」。

　

第
一
章
は
原
か
ら
お
よ
し
へ
の
手
紙
で
始
ま
る
。
二
年
前
に
海
外
渡
航
し
た
原

だ
が
、
今
は
帰
国
し
て
大
阪
に
い
る
と
い
う
。
お
よ
し
は
吉
原
京
町
中
米
樓
の
内

芸
者
。
原
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
早
速
大
阪
へ
向
か
う
。
二
章
か
ら
五
章
は
大

阪
に
て
展
開
さ
れ
る
。
天
津
領
事
と
な
る
た
め
に
恩
人（
中
井
弘
（の
娘
と
結
婚
す

る
と
い
う
原
。
お
よ
し
は
出
世
の
た
め
に
恋
を
捨
て
る
男
の
不
実
を
な
じ
り
、
当

地
を
去
る
。
六
、
七
章
は
そ
の
四
年
後
、
鹿
鳴
館
で
開
催
さ
れ
た
男
女
交
際
会
。

お
よ
し
は
出
演
者
の
一
人
「
藤
の
舎
芦
翠
」
と
し
て
原
の
前
に
現
わ
れ
、「
吾
妻

二
絃
琴
」
を
独
奏
す
る
。
そ
し
て
お
よ
し
は
「
廓く

る
わ内
の
芸
者
衆
や
娼
妓
に
、
生
花
、

茶
の
湯
」
を
教
え
、「
吾
妻
二
絃
琴
の
師
匠
」
と
し
て
「
内
弟
子
も
多
く
何
不
自

由
な
く
暮
し
て
」
い
る
と
原
に
語
る
。
八
章
は
更
に
「
か
な
り
の
年
月
」
の
後
。

原
の
妻
が
離
縁
さ
れ
泣
き
暮
ら
し
て
い
る
と
知
っ
た
お
よ
し
は
、「
佗
住
居
を
、

時
折
り
は
訪
ね
て
、
不
遇
の
佳
人
を
慰
め
」
た
と
い
う
。

《
注
》
こ
の
小
説
に
は
典
拠
と
な
る
新
聞
記
事
が
あ
る
。
一
九
〇
七
年
五
月

十
九
日
、
原
敬
の
若
き
日
の
恋
人
お
よ
し
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
新
聞
各
紙
に

載
り
、
そ
こ
に
は
証
拠
と
し
て
原
直
筆
の
手
紙
の
一
部
も
掲
載
さ
れ
た
。
お

よ
し
の
本
名
、
経
歴
な
ど
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
小
説
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
萬
朝
報
』『
都
新
聞
』『
東
京
日
の
出
新
聞
』
な
ど
に
大
同
小
異
の
記
事
が

載
り
、
一
九
三
四
年
刊
行
の
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史　

第
一
三
巻
』
に
も

『
報
知
新
聞
』
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
寺
島
は
参
考

に
し
た
の
で
は
な
い
か（（
（

。「
原
敬
と
芦
翠
女
」
の
初
出
は
未
詳
だ
が
、
寺
島

は
総
合
雑
誌
や
実
録
小
説
誌
に
実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
と
し
た
小
説
を
発
表

し
て
お
り
、
そ
う
し
た
作
品
系
列
に
あ
る
も
の
と
し
て
本
作
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

東流二絃琴に関する資料目録（昭和前期篇）
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三　

資
料
目
録（
新
聞
ラ
ジ
オ
欄
（

　

こ
こ
で
は
、
新
聞
の
ラ
ジ
オ
番
組
表
、
お
よ
び
、
ラ
ジ
オ
番
組
の
紹
介
記
事
を

対
象
と
す
る
。
特
に
記
述
の
な
い
も
の
は
、
東
京
局（
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
（に
よ
る
放
送
で

あ
る
。
一
九
二
八
年
十
一
月
と
翌
年
二
月
の
出
演
時
は
全
国
中
継
放
送
と
明
記
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
東
京
か
ら
の
中
継
を
利
用
す
る
か
否
か
、
各
局
の
判
断

に
任
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
九
年
五
月
の
放
送
で
は
札
幌
、
仙

台
、
名
古
屋
、
広
島
、
熊
本
に
て
東
京
局
の
二
絃
琴
番
組
を
中
継
し
、
大
阪
は
独

自
番
組
と
し
て
長
唄
を
放
送
し
て
い
る
。

　

新
聞
に
関
し
て
は
、
本
稿
収
録
分
は
放
送
当
日
の
東
京
版
の
朝
刊
で
あ
り
、
新

聞
掲
載
日
は
放
送
日
と
同
日
で
あ
る
。
放
送
時
間
に
つ
い
て
は
、
夜
の
出
演
が
減

り
、
お
昼
の
演
芸
枠
で
放
送
さ
れ
る
こ
と
が
次
第
に
定
着
す
る
。
午
後
零
時
〇
五

分
か
ら
四
〇
分
ま
で（
後
に
零
時
三
〇
分
ま
で
（が
昼
の
演
芸
枠
で
あ
り
、
そ
の
時
間

枠
丸
ご
と
二
絃
琴
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
の
演
芸
と
時
間
枠
を
二
分
し
た
場
合
も

あ
る
。

　

ラ
ジ
オ
出
演
の
記
録
は
表
の
形
で
整
理
し
た
が
、
そ
の
前
に
、
東
流
に
関
す
る

長
文
の
新
聞
記
事
を
記
載
す
る
。
前
稿
の
収
録
範
囲
で
あ
っ
た
一
九
二
七
年
か
ら

翌
年
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
追
加
判
明
分
の
重
要
な
も
の
を
こ
こ
に
記
す
。

＊

一
九
二
七
年（
昭
和
二
（二
月
十
六
日（
水
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
こ
の
頃
ソ
ロ
ソ
ロ
知
ら
れ
て
来
た
／
二
絃
琴
大
も
て
／
今
ば
ん
美
人
揃
ひ
で
放

送
／
三
十
年
前
に
は
大
は
や
り
の
日
本
音
楽
」「
隠
れ
た
る
二
絃
琴
愛
好
家
／
家

中
が
喜
ん
で
聴
く
／
ゆ
か
し
い
趣
味
の
家
庭
音
楽
／
手
芸
の
先
生　

奥
村
華
子
さ

ん
の
話
」「
美
人
揃
ひ
の
囃
子
方
／
二
絃
琴
に
は
附
き
物
の
囃
子
に
」

《
概
要
》
鳴
物
出
演
の
望
月
太
伊
、
望
月
せ
い
子
を
大
き
め
の
写
真
で
紹
介
。
蘆

瑟
、
蘆
江
、
蘆
水
の
写
真
も
掲
載
す
る
が
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
混
乱
が
あ
る
。

「
二
絃
琴
フ
ァ
ン
…
奥
村
華
子
さ
ん
」
の
写
真
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
掲
載
。

同
年
十
一
月
十
日（
木
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
／
午
後
八
時
ご
ろ
／
藤
舎
蘆
水
社
中
」

《
概
要
》
ラ
ジ
オ
出
演
の
追
加
判
明
分
。「
布
袋
」
と
「
東
の
栄
」
の
歌
詞
を
掲
載
。

出
演
者
は
、
唄
：
蘆
水
、
二
絃
琴
：
蘆
江
、
蘆
佶
、
鳴
物
：
望
月
長
子
、
堅
田
喜

千
治
、
望
月
太
賀
、
望
月
せ
い
子
。

一
九
二
八
年（
昭
和
三
（一
月
十
四
日（
土
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
／
午
後
八
時
半
」

《
概
要
》
ラ
ジ
オ
出
演
の
追
加
判
明
分
。「
七
草
」
と
「
石
橋
」
の
歌
詞
を
掲
載
。

出
演
者
は
、
唄
：
蘆
水
、
二
絃
琴
：
蘆
江
、
蘆
佶
、
蘆
天
津
、
鳴
物
：
長
子
、
初

子
、
太
賀
、
せ
い
子
。

同
年
四
月
二
十
日（
金
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
陽
気
な
酒
の
席
で
弾
く
と
／
怒
鳴
ら
れ
た
二
絃
琴
／
前
身
は
武
士
が
使
つ
た
須

磨
琴
／
新
手
を
編
出
し
た
藤
舎
蘆
船
さ
ん
」「
長
唄
と
同
じ
お
囃
子
／
三
味
線
と

二
絃
琴
が
代
る
だ
け
」「
時
節
向
き
の
出
し
物
／
放
送
は
お
馴
染
の
蘆
水
さ
ん
一

門
」
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《
概
要
》
蘆
江
と
蘆
水
の
写
真
が
載
る
が
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
混
乱
あ
り
。
見
出
し

に
「
新
手
を
編
出
し
た
藤
舎
蘆
船
」
と
あ
る
の
は
初
代
蘆
船
の
こ
と
。「
三
味
線

と
二
絃
琴
が
代
る
だ
け
」
と
い
う
の
は
、
長
唄
で
は
三
味
線
と
お
囃
子
を
合
わ
せ

る
が
、
そ
れ
を
二
絃
琴
と
お
囃
子
の
組
み
合
わ
せ
に
代
え
た
と
い
う
こ
と
で
、

「
望
月
扑
淸
氏
が
考
案
し
改
革
し
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
記
事
冒
頭
に
は
、

「
Ａ
Ｋ
名
物
の
一
つ
毎
月
お
定
ま
り
の
二
絃
琴
」
と
あ
り
、
月
一
回
の
放
送
を
基

本
と
し
て
い
た
こ
と
、
東
流
二
絃
琴
は
東
流
の
名
の
通
り
東
京
発
祥
の
芸
能
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
東
京
局（
Ａ
Ｋ
（の
「
名
物
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
年
五
月
十
三
日（
日
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
〇
頁

「
東
流
二
絃
琴　

午
後
八
時
ご
ろ
」

《
概
要
》
ラ
ジ
オ
出
演
の
追
加
判
明
分
。「
新
曲　

煩
悩
」
と
「
由
縁
の
月
」
の
歌

詞
を
掲
載
。
出
演
者
は
、
唄
：
蘆
水
、
蘆
天
津
、
二
絃
琴
：
蘆
江
、
蘆
佶
。

同
年
九
月
二
十
四
日（
月
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
三
頁

「
團
十
郎
の
芝
居
に
弾
か
れ
た
／
名
下
方
師
蘆
船
の
二
絃
琴
／
八
雲
の
調
子
に
粋

な
所
を
加
へ
て
創
案
す
／
最
初
の
製
作
者
荒
井
翁
の
二
絃
琴
物
語
」「
日
清
役
後

に
盛
ん
に
な
り
／
上
流
家
庭
に
流
行
し
た
二
絃
琴
」

《
概
要
》「
お
座
敷
に
湧
く
夢
の
音
は
…
／
ゆ
か
し
き
二
絃
琴
の
調
べ
…
」
と
し
て
、

琴
を
弾
く
蘆
天
津
と
隣
で
唄
を
歌
う
蘆
水
を
写
し
た
大
き
め
の
写
真
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
荒
井
翁
と
は
「
八
雲
を
二
絃
琴
に
改
良
し
た
荒
井
兵
二
郎
」
の
こ
と
、

「
七
十
四
の
今
日
未
だ
健
か
」
で
、「
今
も
芝
琴
平
町
で
二
絃
琴
の
製
造
元
を
し

て
ゐ
る
」
と
い
う
。
荒
井
の
談
話
は
以
下
の
通
り
。

「
八
雲
か
ら
二
絃
琴
が
別
れ
た
の
は
明
治
三
年
頃
で
、
そ
れ
に
は
こ
ん
な
原
因
が

あ
り
ま
す
。
元
来
八
雲
は
神
前
な
ど
で
儀
式
用
と
し
て
極
静
か
に
奏
さ
れ
た
り
し

て
ゐ
た
も
の
で
す
が
、
当
時
の
名
人
藤
舎
蘆
船
が
、
一
風
変
つ
た
人
で
、
そ
の
調

子
に
一
寸
粋
な
所
を
加
へ
初
め
た
も
の
だ
か
ら
、
自
然
仲
間
か
ら
苦
情
が
出
る
や

う
に
な
り
、
独
立
し
て
二
絃
琴
を
創
案
し
た
の
で
す
。（
略
（歌
は
大
体
明
治
初
年

頃
中
條
某
と
云
ふ
旗
本
が
作
つ
た
も
の
で
、
そ
の
以
後
の
作
を
大
体
新
曲
と
云
つ

て
ゐ
ま
す
。」

「
九
代
目
團
十
郎
が
非
常
に
好
み
、
又
蘆
船
を
愛
し
下
方
師
は
蘆
船
で
な
く
ち
や

と
云
つ
て
、
他
の
も
の
を
許
さ
な
か
つ
た
程
だ
さ
う
で
す
。（
略
（」

「
二
絃
琴
が
非
常
に
全
盛
を
極
め
た
の
は
日
清
戦
争
後
か
ら
明
治
四
十
年
頃
迄
で

何
う
し
て
日
清
役
後
盛
に
な
つ
た
か
と
云
ふ
と
そ
れ
ま
で
全
盛
を
極
め
て
ゐ
た
月

琴
が
支
那
楽
器
と
云
ふ
所
か
ら
反
感
を
買
ひ
上
下
こ
ぞ
つ
て
二
絃
に
移
つ
た
も
の

だ
さ
う
で
す
。
当
時
如
何
に
隆
盛
だ
つ
た
か
は
、
荒
井
さ
ん
の
店
で
毎
月
四
五
十

面
平
均
し
て
は
け
た
こ
と
で
物
語
つ
て
ゐ
ま
す
。
四
十
年
後
は
だ
ん
だ
ん
下
火
に

な
り
震
災
を
転
期マ

マ

に
今
日
で
は
バ
ツ
タ
リ
衰
へ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
然
し
震
災
前

は
山
科
禮
蔵
さ
ん
の
奥
さ
ん
や
松
平
義
爲
伯
の
お
母
さ
ん
な
ど
が
熱
心
に
稽
古
し

た
も
の
で
す
。
今
日
は
ラ
ヂ
オ
の
放
送
か
ら
又
ポ
ツ
ポ
ツ
熱
が
吹
き
返
さ
れ
て
来

て
ゐ
る
」

《
注
》
荒
井
兵
二
郎
製
造
の
二
絃
琴
は
今
も
各
地
に
現
存
す
る
。
琴
本
体
の

裏
面
に
焼
印
が
あ
り
、「
藤
舎
好
」「
東
京
芝
区
」「
荒
井
兵
二
郎
」
な
ど
の

文
字
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
歌
は
大
体
明
治
初
年
頃
中
條
何
某
と

云
ふ
旗
本
が
作
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
中
条
信
礼（
豊
蘆
館
（の
こ
と
。

東流二絃琴に関する資料目録（昭和前期篇）
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一
九
二
九
年（
昭
和
四
（十
二
月
七
日（
土
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
通
を
語
る　

二
絃
琴
の
巻
」「
七
十
の
老
媼
が
／
二
絃
琴
の
復
興
を
語
る
／
青

山
博
士
夫
人
も
熱
心
に
稽
古
」

《
概
要
》「
気
焔
を
あ
げ
る
老
師
匠
…
藤
舎
芦
洲
」
の
顔
写
真
を
添
え
、
蘆
洲
の
談

話
を
掲
載
。

「
大
澤
よ
□
子
さ
ん
は
二
絃
琴
の
創
始
者
藤
舎
芦
船
の
直
門
で
生
残
つ
て
ゐ
る
只

二
人
の
中
の
一
人
で
、
そ
の
名
を
藤
舎
芦
洲
と
言
ひ
ま
す
。
七
十
四
歳
の
春
を
迎

へ
よ
う
と
い
ふ
老
齢
で
す
が
、
義
歯
一
つ
な
い
の
を
自
慢
に
小
石
川
仲
町
一
四
の

自
宅
で
二
絃
琴
と
長
唄
を
教
授
し
な
が
ら
暢
気
に
独
居
を
楽
ん
で
ゐ
ま
す
。
往
時

の
二
絃
琴
を
語
つ
た
り
現
在
の
二
絃
琴
を
説
い
て
気
焔
を
あ
げ
る
。」

「『
も
う
少
し
早
く
御
出
で
に
な
る
と
恰
度
よ
ろ
し
う
御
座
い
ま
し
た
の
に
ネ
、

午
前
中
で
す
と
青
山
博
士（
医
博
（の
奥
様
が
い
ら
し
つ
た
の
で
す
が
、
ほ
ん
と
に

残
念
な
こ
と
を
致
し
ま
し
た
。
奥
様
は
貴
方
二
絃
琴
に
は
大
変
深
い
よ
し
み
が
御

座
い
ま
す
の
で
す
、
家
元
さ
ん
が
二
絃
琴
を
お
考
へ
に
な
つ
た
の
は
、
青
山
さ
ん

の
奥
様
の
御
実
家
に（
小
林
さ
ん
と
申
し
ま
し
て
位
階
も
お
持
ち
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た

方
で
す
（御
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
頃
な
の
で
し
た
。
そ
ん
な
関
係
で
二

絃
琴
の
最
初
の
お
弟
子
は
奥
様
の
御
尊
父
な
の
で
す
も
の 

―― 

私
共
が
家
元
へ
稽

古
に
あ
が
り
ま
す
時
分
、
奥
様
は
ま
だ
お
可
愛
い
お
嬢
様
で
お
稽
古
に
い
ら
し
つ

て
ま
し
た
位
で
御
座
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
申
上
げ
て
は
お
悪
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
奥
様
は
蘆ろ

林り
ん

と
言
ふ
名
も
お
持
ち
な
の
で
す
。
あ
ゝ
け
ふ
放
送
す
る
芦

水
さ
ん
で
す
か
、
あ
の
方
は
い
つ
ぞ
や
私
共
へ
お
出
で
に
な
り
ま
し
て
順
廻（
月

浚
ひ
で
順
に
各
師
匠
の
家
を
持
廻
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
（の
お
話
が
御
座
い
ま
し
て
、

二
三
度
お
つ
き
合
ひ
も
致
し
ま
し
た
が
、
さ
う
申
し
て
は
何
で
す
が
、
家
元
直
門

で
な
い
だ
け
に
何
う
も
私
共
と
は
合
は
な
い
と
こ
も
あ
り
ま
す
の
で
今
で
は
お
交

際
し
て
居
り
ま
せ
ん
。
伺
つ
て
見
ま
す
と
芦
瑟
さ
ん
な
ぞ
も
最
初
は
一
緒
に
放
送

な
ぞ
も
致
し
ま
し
た
が
、
あ
の
方
の
唄
ひ
方
に
よ
く
な
い
所
が
あ
る
の
で
、
御
注

意
し
た
り
し
て
す
つ
か
り
嫌
は
れ
た
と
か
で
こ
の
頃
は
一
緒
に
な
ら
な
い
や
う
で

す
。
エ
ー
芦
瑟
さ
ん
は
私
の
先
輩
で
御
座
い
ま
す
。
芦
水
さ
ん
は
私
共
と
同
門
の

芦
柳
さ
ん
の
お
弟
子
だ
と
申
し
て
居
り
ま
し
た
か
ら
、
家
元
か
ら
は
孫
弟
子
に
当

る
訳
で
す
、
夫そ

れ

に
あ
の
方
は
端
唄
の
師
匠
を
し
て
居
た
と
か
で
、
声
は
大
変
よ
ろ

し
い
の
で
す
が
高
尚
な
二
絃
琴
の
唱
歌
に
は
何
う
か
と
元
二
絃
琴
を
お
や
り
に
な

つ
た
奥
様
方
は
申
し
て
お
い
で
ゝ
す
、
私
共
の
伺
つ
た
奥
様
方
で
す
か
、
何
う
も

困
り
ま
す
ネ
今
の
こ
と
ぢ
や
な
い
ん
で
す
、
ず
つ
と
以
前
お
稽
古
し
た
方
々
で
は

松
本
君
平
さ
ん
、
渡
邊
渡
さ
ん
、
加
茂
博
士
、
神
保
小
虎
さ
ん
、
大
塚
博
士
な
ど

の
奥
様
方
で
御
座
い
ま
す
。
若
い
お
嬢
様
や
殿
方
が
遊
ば
す
に
は
よ
ろ
し
い
も
の

な
の
で
す
が
、
す
つ
か
り
長
唄
に
押
さ
れ
て
仕
舞
ひ
ま
し
て
、
何
方
で
も
困
つ
て

お
ゐ
で
の
や
う
で
御
座
い
ま
す
、
貴
方
一
つ
お
始
め
に
な
り
ま
せ
ん
か
ホ
ゝ
ゝ
』」

《
注
》『
読
売
新
聞
』
で
は
、
こ
の
頃
、
愛
読
者
に
よ
る
投
票
企
画
「
七
種
演

芸
と
新
人
放
送
者
の
推
挙
」
が
実
施
さ
れ
、
ラ
ジ
オ
の
演
芸
番
組
の
出
演
者

た
ち
の
得
票
数
が
毎
日
の
よ
う
に
紙
上
発
表
さ
れ
て
い
た
。
二
絃
琴
に
つ
い

て
は
ま
ず
蘆
水
の
得
票
の
み
報
じ
ら
れ
、
数
日
後
に
蘆
瑟
と
蘆
水
の
名
が
並

び
、「
忽
然
と
出
現
し
た
二
絃
琴
の
藤
舎
蘆
瑟
さ
ん
が
久
し
く
独
壇
場
を
誇

つ
て
ゐ
た
藤
舎
蘆
水
さ
ん
を
一
撃
に
倒
し
て
第
六
位
に
入
選
し
た
」
と
報
じ

ら
れ
た（（
（

。
こ
う
し
た
報
道
が
蘆
江
派（
蘆
瑟
派
（と
蘆
水
派
の
対
立
を
あ
お
り
、

蘆
洲
の
「
気
焔
」
を
引
き
出
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
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一
九
三
〇
年（
昭
和
五
（八
月
十
一
日（
月
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
四
頁

「
二
絃
琴
の
新
顔
唄
ひ
手
／
蘆
水
師
の
娘
で
／
け
ふ
初
放
送
」

《
概
要
》
蘆
水
の
娘
、
森
藤
子
の
半
身
写
真
を
掲
載
。

「
藤
舎
芦
水
一
門
の
二
絃
琴
の
唄
は
、
い
つ
も
芦
水
自
ら
承
は
る
と
こ
ろ
だ
が
、

け
ふ
は
珍
し
く
最
初
の
『
菊
の
寿
』
の
唄
は
森
藤
子
さ
ん
が
唄
ひ
ま
す
。
藤
子
さ

ん
は
芦
水
の
愛
娘
で
今
年
十
五
、
ま
だ
女
学
校
へ
通
学
中
の
娘
さ
ん
だ
が
、
流
石

は
母
の
血
を
う
け
た
ゞ
け
あ
つ
て
、
声
が
要
る
の
で
一
寸
唄
ひ
手
が
無
い
と
言
は

れ
る
二
絃
琴
の
唄
を
、
や
つ
て
退
け
よ
う
と
い
ふ
咽
喉
の
持
主
で
あ
る
。
そ
れ
に

母
の
愛
と
や
ら
で
お
囃
子
が
入
つ
て
唄
が
消
さ
れ
る
や
う
で
は
折
角
初
放
送
が
台

無
し
に
な
る
と
案
じ
て
、
囃
子
無
し
の
方
だ
け
唄
は
せ
て
、
囃
子
の
入
る
『
四
季

の
詠
』
の
方
は
自
ら
唄
ふ
。
母
の
許
で
二
絃
琴
を
習
つ
て
ゐ
る
藤
子
さ
ん
は
『
二

絃
琴
の
唄
よ
り
学
校
で
教
は
る
ソ
プ
ラ
ノ
の
方
が
何
ん
な
に
楽
だ
か
知
れ
や
し
な

い
ワ
』
と
二
絃
琴
の
唄
が
む
ず
か
し
い
こ
と
を
□
ぶ
や
い
て
ゐ
る
さ
う
で
す
。」

《
注
》
森
藤
子
の
写
真
は
三
つ
編
み
の
お
下
げ
髪
で
、
い
か
に
も
女
学
生
と

い
う
風
情
。
次
回
出
演
時
に
は
藤
子
で
な
く
富
士
子
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

同
年
十
一
月
十
三
日（
木
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
九
頁

「
腕
比
べ
の
二
絃
琴
／
け
ふ
は
家
元
派
が
／
お
囃
子
入
り
で
演
奏
」

《
概
要
》「
家
元
派
の
二
絃
琴
」
と
し
て
、
蘆
葉
、
蘆
翠
、
蘆
汀
の
顔
写
真
を
掲
載
。

「
二
絃
琴
と
言
へ
ば
藤
舎
芦
水
と
そ
の
一
門
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
だ
つ
た
が
、

藤
舎
芦
瑟
が
三
代
目
芦
船
を
襲
名
し
て
以
来
、
所
謂
家
元
派
が
芦
水
派
と
交
互
出

演
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
自
然
両
派
の
腕
比
べ
と
言
ふ
こ
と
に
な
り
、
ど
つ

ち
も
一
生
懸
命
に
熱
演
す
る
の
で
、
と
も
す
れ
ば
沈
滞
し
よ
う
と
す
る
二
絃
琴
界
、

一
道
の
生
気
を
吹
き
込
ん
だ
の
は
飛
ん
だ
拾
ひ
も
の
で
あ
る
、
け
ふ
の
二
絃
琴
は

家
元
派
で
、
芦
船
の
影
武
者
と
し
て
活
躍
し
て
ゐ
る
芦
江
を
総
帥
に
「
常
盤
」
と

「
岩
戸
の
舞
」
を
お
囃
子
入
り
で
賑
か
に
演
奏
す
る
」

《
注
》「
常
盤
」「
岩
戸
の
舞
」
と
も
に
三
代
目
蘆
船
作
曲
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
岩
戸
の
舞
」
は
初
代
蘆
船
編
の
唱
歌
集（（
（

収
録
曲
で
あ
る
が
、
歌
詞
の
み
伝

え
ら
れ
節（
曲
（が
失
わ
れ
た
も
の
を
三
代
蘆
船
が
復
元
し
た
と
思
わ
れ
る
。

三
代
蘆
船
の
実
力
と
蘆
江
派
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
選
曲
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
二
年（
昭
和
七
（三
月
十
八
日（
金
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
〇
頁

「
上
海
出
征
部
隊
の
凱
旋
を
い
は
ふ
曲
／
胡
弓
入
り
の
新
二
絃
琴
」

《
概
要
》「
時
代
に
遅
れ
て
は
と
古
典
二
絃
琴
が
胡
弓
を
入
れ
そ
の
初
お
目
見
え
を

す
る
、
そ
し
て
新
曲
「
か
ち
い
く
さ
」
は
一
昨
年（
略
（「
桃
太
郎
」
と
題
し
て
新

作
し
た
も
の
を
時
恰
も
上
海
出
征
部
隊
の
凱
旋
に
あ
た
る
の
で
時
節
向
き
に
「
か

ち
い
く
さ
」
と
解
題
し
た
の
で
あ
る
。（
略
（」

一
九
三
三
年（
昭
和
八
（四
月
十
四
日（
金
（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
三
頁

「
映
画
と
演
芸 

―― 

豆
鉛
筆
」

《
概
要
》「
二
絃
琴
の
家
元
三
代
目
藤
舎
蘆
舟
さ
ん
は
昨
秋
没
し
、
家
元
の
名
は
そ

の
儘
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
今
度
藤
舎
蘆
江
さ
ん
が
つ
い
だ
。
澤
村
國
太
郎
の
叔
母

さ
ん（10
（

。」

同
年
五
月
六
日（
土
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
〇
頁

「
新
家
元
の
ご
披
露
／
蘆
瑟
四
代
目
蘆
船
を
襲
名
／
自
作
の
『
庵
の
春
』
を
初
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演
」

《
概
要
》「
新
家
元
四
代
目
藤
舎
蘆
船
さ
ん
」
の
写
真
を
掲
載
。

「
け
ふ
の
二
絃
琴
は
藤
舎
蘆
瑟（
六
□
（が
二
絃
琴
の
家
元
に
な
つ
て
四
代
目
蘆
船

を
襲
名
し
た
お
披
露
目
放
送
で
あ
る
、
新
家
元
は
先
代
蘆
船
の
直
門
で
昨
春
先
代

が
物
故
し
た
の
で
蘆
瑟
が
襲
名
す
る
事
と
な
り
一
昨
四
日
上
野
の
梅
川
で
襲
名
披

露
を
し
た
、
出
演
者
の
顔
ぶ
れ
は
初
代
家
元
の
高
弟
蘆
柳
の
直
門
の
蘆
福（
七
七
（

さ
ん
を
年
寄
の
筆
頭
と
し
た
お
婆
さ
ん
連
で
蘆
船
門
下
の
蘆
汀（
四
八
（蘆
勢（
六

三
（に
新
顔
の
蘆
浪（
□
□
（を
加
へ
て
の
放
送
で
あ
る
」

《
注
》「
庵
の
春
」
に
は
「
初
代
蘆
船
作
詞
四
代
蘆
船
作
曲
」
と
あ
る
。
初
代

蘆
船
編
の
唱
歌
集
に
収
録
さ
れ
た
曲
で
あ
る
が
、
歌
詞
の
み
伝
え
ら
れ
節

（
曲
（が
失
わ
れ
て
い
た
も
の
を
四
代
蘆
船
が
復
元
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
九
三
七
年（
昭
和
十
二
（八
月
九
日（
月
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
〇
頁

「
二
絃
琴
／
蘆
翁
襲
名
の
お
披
露
目
放
送
」

《
概
要
》
蘆
翁（
唄
（と
二
代
蘆
水（
琴
（の
写
真
を
掲
載
。

「「
二
絃
琴
弟
子
は
ど
う
で
も
い
ゝ
師
匠
」
と
川
柳
に
詠
ま
れ
た
如
く
二
絃
琴
は

粋
人
の
余
技
に
奏
で
ら
れ
お
師
匠
さ
ん
の
看
板
は
出
し
て
も
お
弟
子
を
と
つ
て
暮

し
を
立
て
る
と
云
ふ
の
で
な
か
つ
た
の
で
社
会
の
波
か
ら
取
の
け
ら
れ
衰
退
す
る

一
方
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
ラ
ヂ
オ
の
普
及
と
共
に
唄
の
家
元
蘆
水
、
琴
の
家
元
藤
舎

蘆
船
さ
ん
の
努
力
で
渋
い
二
絃
琴
が
復
興
し
て
来
た
の
に
勢
を
得
て
蘆
水
さ
ん
は

蘆
翁
の
名
を
創
り
初
代
蘆
翁
を
名
乗
り
、
蘆
水
の
名
を
一
番
弟
子
の
蘆
天
津（
本

名
村
田
て
つ
（さ
ん
に
譲
り
二
代
目
を
襲
名
さ
せ
た
、
け
ふ
は
襲
名
後
最
初
の
お
披

露
目
放
送
に
蘆
翁
さ
ん
が
襲
名
披
露
に
作
曲
し
た
「
翁
」
を
演
奏
す
る
予
定
だ
つ

た
が
、
時
間
の
都
合
上
以
前
作
つ
た
新
曲
「
夏
の
夕
」
を
放
送
す
る
、
出
演
者
の

中
蘆
佶
さ
ん
は
蘆
翁
さ
ん
の
妹
弟
子
、
蘆
喜
美
さ
ん
は
蘆
佶
さ
ん
の
お
弟
子
、
鳴

物
の
望
月
初
子
、
せ
い
子
さ
ん
姉
妹
は
望
月
扑
清
さ
ん
の
娘
さ
ん
、
望
月
長
美
津
、

太
伊
さ
ん
は
扑
清
さ
ん
の
お
弟
子
で
あ
る
」

一
九
三
九
年（
昭
和
十
四
（十
一
月
六
日（
月
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
〇
頁

「
枕
草
子
を
唄
ふ
二
絃
琴
」

《
概
要
》「（
略
（「
常
盤
」
は
明
治
四
十
三
年
家
元
が
蘆
江
時
代
に
師
匠
三
代
目
と

合
作
し
た
曲
に
町
田
新
日
本
音
楽
の
町
田
嘉
章
さ
ん
が
二
絃
琴
の
高
音
を
浮
立
た

せ
る
為
に
三
味
線
を
加
へ
て
演
奏
す
る
「
風
は
」
は
町
田
嘉
章
さ
ん
が
昭
和
八
年

「
国
文
学
歌
歌
曲
三
曲
」
と
し
て
作
つ
た
う
ち
清
少
納
言
の
「
枕
草
子
」
の
原
文

に
作
曲
し
た
も
の
に
隆
笛
を
入
れ
て
演
奏
す
る
、
二
曲
と
も
ラ
ヂ
オ
初
演
で
あ

る
」《

注
》
隆
笛
は
邦
楽
に
も
洋
楽
に
も
使
え
る
楽
器
と
し
て
町
田
が
開
発
し
た

も
の
。
一
九
三
一
年
八
月
二
十
六
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁
に
以
下
の

記
述
が
あ
る
。「
Ａ
Ｋ
の
和
楽
嘱
託
町
田
嘉
章
氏
が
エ
ボ
ナ
イ
ト
で
六
孔
あ

る
篠
笛
を
発
明
し
雅
楽
の
龍
笛
に
因
ん
で
隆
笛
と
命
名
し
今
春
二
月
そ
の
発

表
演
奏
会
を
催
し
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
」
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【
表
】
新
聞
ラ
ジ
オ
欄
に
基
づ
く
東
流
二
絃
琴
出
演
記
録

年

月日

主
な
掲
載
紙
、

　

曲
紹
介
記
事
見
出
し

放
送
時
間

曲
目

（
歌
詞
掲
載
の
有
無
（

出
演
者（
藤
舎
姓
、
望
月
姓
は
略
（

　
（
二
絃
琴
は
琴
と
記
す
（

備　
　

考

1929
（昭和 4）

2/20
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
お
昼
休
み
の
お
楽
し
み
／

東
流
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
関
寺
小
町
」
歌
詞
有

二
「
新
曲　

春
遊
び
」
作
詞
蘆

天
津
、
作
曲
蘆
水　

歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
江
、
蘆
天
津
、
蘆
雀

全
国
中
継
放
送（
京
城
含
む
（

5/29
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
」

午
後
八
時
三
五
分
～
九

時
五
分

一
「
千
鳥
」

二
「
三
津
の
綾
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
江
、
蘆
佶
、
蘆
天
津

11/5
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
」

午
後
八
時
三
〇
分
～
九

時

一
「
常
盤
」

二
「
浮
寝
の
夢
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
雀

蘆
水
、
蘆
江
、
蘆
天
津
、
蘆
雀
の

四
人
並
ん
だ
写
真
を
掲
載

12/7
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
浅
妻
」

二
「
四
季
今
様
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
雀

同
日
同
頁
に
「
通
を
語
る　

二
絃

琴
の
巻
」
の
記
事

1930
（昭和 5）

2/15
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
東
流
二
絃
琴
／
新
曲　

桃

太
郎
」

午
後
八
時
三
〇
分
～
九

時

一
「
新
曲　

桃
太
郎
」
作
詞
蘆

天
津
、
作
曲
蘆
水　

歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
三
津

作
詞
作
曲
者
情
報
は
一
九
三
二
年

三
月
十
八
日
の
記
事
に
よ
る
。

3/14
（金）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
二
絃
琴　

石
橋
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
石
橋
」
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
雀

笛　

望
月
長
子
、
小
鼓　

望
月
初
子

大
鼓　

望
月
太
伊
、
太
鼓　

望
月
せ
い
子

5/12
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
四
頁

「
お
昼
の
二
絃
琴
／
新
緑
の

頃
を
唄
ふ
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
郭
公
」

二
「
船
遊
び
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
秀

琴　

蘆
江
、
蘆
鶉
、
蘆
汀

笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

蘆
秀
、
蘆
江
、
蘆
鶉
の
写
真
掲
載

「
二
絃
琴
は
芦
水
と
そ
の
一
党
に

限
る
の
か
と
思
つ
て
ゐ
た
ら
左
様

で
も
な
い
こ
と
が
け
ふ
判
つ
た
」

6/16
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
四
頁

「
爽
や
か
に
涼
味
を
唄
ふ
／

お
昼
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
浅
草
八
景
」

二
「
新
曲　

夕
涼
」
作
詞
蘆
天

津
、
作
曲
蘆
水

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
三
津

笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

八
名
の
集
合
写
真
を
掲
載
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8/11
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
四
頁

「
早
く
も
季
節
に
魁
け
て
／

秋
を
唄
ふ
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
菊
の
寿
」

二
「
四
季
の
詠
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

森
藤
子

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
三
津

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
三
津

二
、
笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

「
二
絃
琴
の
新
顔
唄
ひ
手
／
蘆
水

師
の
娘
で
け
ふ
初
放
送
」
の
記
事
。

森
藤
子
の
半
身
写
真
。

9/13
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
唄
の
調
べ
ゆ
か
し
い
／
古

風
な
二
絃
琴
」

午
後
八
時
～
八
時
三
〇

分

一
「
逢
身
八
景
」

二
「
三
津
の
綾
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
と
二
、
唄　

蘆
秀

　

琴　

蘆
江
、
蘆
蝶
、
蘆
石

二
、
笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

蘆
蝶
と
蘆
石
の
写
真
掲
載

11/13
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

「
お
昼
の
二
絃
琴
／
藤
舎
蘆

江
連
中
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
常
盤
」
作
曲
三
代
蘆
船

二
「
岩
戸
の
舞
」
作
曲
三
代
蘆

船い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
江
、
蘆
汀
、
蘆
月
、
蘆
翠

二
、
唄　

蘆
葉

　

琴　

蘆
江
、
蘆
汀
、
蘆
月
、
蘆
翠

一
、
笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子
、
せ
い
子

　

大
鼓　

太
伊

「
腕
比
べ
の
二
絃
琴
／
け
ふ
は
家

元
派
が
／
お
囃
子
入
り
で
演
奏
」

の
記
事
。
写
真
は
「
家
元
派
の
二

絃
琴
」
と
し
て
蘆
葉
、
蘆
翠
、
蘆

汀
の
顔
写
真
。

12/7
（日）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

「
冬
か
ら
明
る
い
春
を
／
う

た
ふ
二
絃
琴
／
藤
舎
蘆
水
連

中
」

午
後
一
時
一
〇
分
～
一

時
四
五
分

一
「
隅
田
川
」

二
「
松
の
寿
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
染

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
智
惠

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
智
惠

二
、
笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

勢
以
子

蘆
染
の
顔
写
真
掲
載
。

「
蘆
染
さ
ん
は
初
放
送（
略
（新
し

い
お
弟
子
な
が
ら
、
そ
の
美
声
を

認
め
ら
れ
て（
略
（」

1931
（昭和 6）

1/28
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
九
頁

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
二
重
放
送
の

部（
波
長
四
九
〇
メ
ー

ト
ル
（

午
後
六
時
～
六
時
三
〇

分

一
「
初
子
」

二
「
達
磨
」

三
「
梅
が
し
る
べ
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一　

唄　

森
富
士
子

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
智
惠

二　

唄　

蘆
染

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
智
惠

三　

唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
智
惠

一
〇
頁
「
演
芸
」
面
に
「
Ｊ
Ｏ
Ａ

Ｋ
二
重
放
送
」
と
し
て
歌
詞
掲
載

4/10
（金）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

「
二
絃
琴
／
藤
舎
蘆
江
連
中
」
午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
浮
寝
の
夢
」

二
「
千
鳥
」

三
「
岸
の
藤
波
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
雪

　

琴　

蘆
江
、
蘆
翠
、
蘆
悅
、
蘆
鶉

二
、
唄　

蘆
葉

　

琴　

蘆
鶉
、
蘆
翠
、
蘆
悅
、
蘆
江

三
、
唄　

蘆
雪

　

琴　

蘆
鶉
、
蘆
翠
、
蘆
悅
、
蘆
江

「
初
放
送
の
藤
舎
蘆
悅
」
と
し
て

顔
写
真
掲
載
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7/5
（日）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

「
短
夜
と
時
鳥
を
唄
ふ
／
季

節
の
二
絃
琴
／
藤
舎
蘆
水
社

中
出
演
」

午
後
二
時
一
〇
分
～
二

時
四
〇
分

一
「
松
の
蔭
」

二
「
四
季
の
今
様
」

三
「
短
夜
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
喜
美
、
蘆
染

二
、
唄　

蘆
染
、
蘆
雀

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
風
、
蘆
喜
美

三
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
染

東
京
朝
日
朝
刊
一
三
頁
「
藤
舎
蘆

水
氏　

本
名
森
こ
う
、
衰
へ
つ
つ

あ
る
二
げ
ん
琴
の
復
活
に
努
力
し

て
ゐ
る
」

9/12
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
常
盤
御
前
の
嘆
き
を
唄
ふ

／
お
昼
休
み
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
常
盤
」

二
「
浅
草
八
景
」

三
「
松
虫
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
榮　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
勢
、
蘆
鶉

二
、
唄　

蘆
秀　

琴　

蘆
鶉
、
蘆
勢
、
蘆
瑟

三
、
唄　

蘆
榮　

琴　

蘆
鶉
、
蘆
勢
、
蘆
瑟

一
と
二
、
小
鼓　

初
子
、
せ
い
子

　

大
鼓　

太
伊
、
笛　

長
子

蘆
江
改
め
蘆
瑟
と
思
わ
れ
る
。

東
京
朝
日
九
頁
「
二
げ
ん
琴
連
中　

藤
舎
蘆
船
派
の
方
達
」

11/19
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
古
典
の
殻
を
破
つ
て
飛
躍

／
二
絃
琴
ま
で
新
曲
を
発
表
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
新
曲　

深
山
の
旅
」
作
詞

蘆
天
津
、
作
曲
蘆
水

二
「
松
の
調
」

三
「
由
縁
の
月
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
千
惠

東
京
朝
日
九
頁
「
藤
舎
蘆
水
氏　

東
流
二
げ
ん
琴
蘆
水
派
の
家
元
、

他
は
そ
の
門
下
」

1932
（昭和 7）

1/7
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
／
藤
舎
蘆
葉
社
中
」
午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
七
草
」

二
「
梅
が
し
る
べ
」

三
「
春
の
調
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
葉

　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
秀
、
蘆
喜
久

二
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
秀
、
蘆
喜
久
、
蘆
葉

三
、
唄　

蘆
葉

　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
勢
、
蘆
喜
久

一
と
三
、
笛　

長
子
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

東
京
朝
日
九
頁
に
蘆
葉
、
蘆
秀
の

写
真
掲
載
。

3/18
（金）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
上
海
出
征
部
隊
の
凱
旋
を

い
は
ふ
曲
／
胡
弓
入
り
の
新

二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
新
曲　

か
ち
い
く
さ
」

（「
桃
太
郎
」
を
改
題
（

二
「
四
季
の
詠
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
喜
美

胡
弓　

梶
野
縫
子

梶
野
縫
子
は
大
阪
の
当
道
音
楽
会

所
属
の
大
匂
当
で
三
絃
奏
者
と
し

て
ラ
ジ
オ
出
演
し
た
経
歴
が
あ
る

（
一
九
二
七
年
六
月
一
九
日
（。

5/12
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
江
戸
情
緒
を
偲
ぶ
／
二
絃

琴
の
演
奏
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
船
遊
」

二
「
小
督
」

三
「
四
季
の
艶
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
雪

琴　

蘆
瑟
、
蘆
勢
、
蘆
隆
、
蘆
鶉

「
蘆
隆
は
今
日
初
放
送
」

東
京
朝
日
九
頁
に
蘆
鶉
、
蘆
雪
の

写
真
掲
載
。

東流二絃琴に関する資料目録（昭和前期篇）
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7/6
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
新
曲
夕
涼
は
け
ふ

處
女
発
表
／
お
馴
染
み
の
蘆

水
社
中
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
達
磨
」

二
「
月
の
調
」

三
「
新
曲　

夕
涼
」
作
詞
蘆
天

津
、
作
曲
蘆
水

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
雀

二
と
三
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
天
津

「
蘆
水
派
の
家
元
藤
舎
蘆
水
と
そ

の
社
中
で
あ
る
」

東
京
朝
日
九
頁
に
蘆
水
の
写
真
掲

載
。

9/6
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
の
味
を
し
み
じ
み

味
は
ふ
／
関
寺
小
町
」

午
後
八
時
四
〇
分
～
九

時

「
関
寺
小
町
」
歌
詞
有

唄　

蘆
勢

琴　

蘆
瑟
、
蘆
孫
、
蘆
葉
、
蘆
鶉

「
故
藤
舎
芦
船
の
直
門
藤
舎
蘆
瑟

と
そ
の
社
中
で
あ
る
。
芦
孫
さ
ん

は
初
放
送
」

10/18
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
都
の
花
」

二
「
常
盤
」

三
「
岸
の
藤
波
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
千
惠
、
蘆
三
津

1933
（昭和 8）

1/16
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

「
春
向
き
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
浅
草
八
景
」

二
「
窓
の
月
」

三
「
七
富
の
今
様
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
二
、
唄　

蘆
照

　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
香
、
蘆
鷗

三
、
唄　

蘆
蝶

　

琴　

蘆
瑟
、
蘆
香
、
蘆
鷗

「
蘆
瑟
さ
ん
は
蘆
船
派
の
筆
頭

（
略
（蘆
照
さ
ん
は
初
放
送
」

東
京
朝
日
一
〇
頁
に
蘆
鷗
の
写
真

掲
載
。

4/3
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

「
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
〇
分
～
一

時
一
〇
分

一
「
隅
田
川
」

二
「
四
季
の
詠
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
雀

　

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
喜
美

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
喜
美

5/6
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
新
家
元
の
御
披
露
／
蘆
瑟

四
代
目
蘆
船
を
襲
名
／
自
作

の
『
庵
の
春
』
を
初
演
」

午
後
八
時
三
〇
分
～
八

時
五
〇
分

一
「
岩
戸
の
舞
」

二
「
庵
の
春
」
作
詞
初
代
蘆
船
、

作
曲
四
代
蘆
船

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
船
、
蘆
汀
、
蘆
鶉

二
、
唄　

蘆
浪

　

琴　

蘆
船
、
蘆
勢
、
蘆
汀

「
新
家
元
四
代
目
藤
舎
蘆
船
さ

ん
」
の
写
真
掲
載
。

東
京
朝
日
七
頁
に
蘆
船
、
蘆
浪
、

蘆
汀
、
蘆
鶉
の
写
真
掲
載（
蘆
船

写
真
は
先
代
（。

7/2
（日）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
涼
を
呼
ぶ　

二
絃
琴
」

午
後
二
時
四
〇
分
～
三

時
一
〇
分

一
「
新
曲　

夏
の
夕
」
作
詞
蘆

天
津
、
作
曲
蘆
水

二
「
関
寺
小
町
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
三
津

琴　

蘆
水
、
蘆
佶
、
蘆
天
津

二
、
唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
天
津
、
蘆
三
津

「
い
つ
も
二
絃
琴
ば
か
り
で
あ
つ

た
蘆
三
津
が
け
ふ
は
唄
で
初
お
目

見
得
す
る
」
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8/28
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
初
試
み
の
笛
伴
奏
入
で
二

絃
琴
の
放
送
／
町
田
嘉
章
さ

ん
も
お
手
伝
ひ
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
松
虫
」

二
「
夕
風
の
曲
」

三
「
四
季
の
艶
」

四
「
蘆
刈
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
と
三
と
四
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
船
、
蘆
翠
、
蘆
星

二
、
唄　

蘆
翠
、
琴　

蘆
船
、
蘆
勢

一
、
隆
笛　

蘆
笛

四
、
三
味
線　

蘆
絃

「（
略
（町
田
嘉
章
さ
ん
が
三
味
線

と
隆
笛
を
琴
の
伴
奏
に
取
入
れ
、

蘆
笛
、
蘆
絃
の
名
で
笛
絃
の
二
役

を
演
じ
て
大
に
器
用
ぶ
り
を
発
揮

す
る
」

10/7
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
お
経
を
う
た
ふ
／
二
絃
琴

の
珍
曲
「
布
袋
」」

午
後
八
時
～
八
時
二
〇

分

一
「
四
季
の
今
様
」

二
「
布
袋
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
染

　

琴　

蘆
水
、
蘆
鳳
、
蘆
佶
、
蘆
天
津

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
鳳
、
蘆
染
、
蘆
天
津

「（
略
（蘆
鳳
さ
ん
は
初
放
送
」

11/14
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
俚
謡
と
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
四
〇

分
の
演
芸
枠
に
て
里
謡

と
二
絃
琴

一
「
初
秋
」

二
「
松
風
の
曲
」

三
「
窓
の
月
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

相
川
雪
子

琴　

蘆
船
、
蘆
葉
、
蘆
汀

低
音
三
絃　

蘆
絃

12/28
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
と
声
色
／
お
昼
の

お
た
の
し
み
」

午
後
零
時
五
分
～
四
〇

分
の
演
芸
枠
に
て
二
絃

琴
と
声
色

一
「
松
の
寿
」
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
喜
美
、
蘆
天
津

四
名
の
写
真
掲
載
。「
松
の
寿
」

は
皇
太
子
誕
生
奉
祝
の
新
曲
か
と

思
わ
れ
る
。

1934
（昭和 9）

2/23
（金）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
五
頁

「
隆
笛
や
低
音
三
絃
を
用
ひ

古
曲
二
絃
琴
の
新
し
い
演
奏

／
町
田
嘉
章
さ
ん
一
人
二
役
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

二
〇
分

一
「
花
曲
」

二
「
梅
が
し
る
べ
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
勢

琴　

蘆
船
、
蘆
福
、
蘆
秀
、
蘆
星

一
、
隆
笛　

蘆
笛

二
、
低
音
三
絃　

蘆
絃

東
京
朝
日
七
頁
「
隆
笛
の
藤
舎
蘆

笛
さ
ん
と
低
音
三
げ
ん
の
蘆
絃
さ

ん
は
同
一
人
で
、
町
田
嘉
章
氏
の

事
で
あ
る
」

4/14
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
端
午
を
祝
ふ
二
絃
琴
／
古

曲
を
演
奏
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
菖
蒲
」

二
「
岸
の
藤
波
」

三
「
藤
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
天
津
、
蘆
雀
、
蘆
佶

二
、
唄　

蘆
雀

　

琴　

蘆
水
、
蘆
天
津
、
蘆
佶

三
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
雀
、
蘆
天
津

東
京
朝
日
一
六
頁
に
蘆
雀
、
蘆
水
、

蘆
天
津
、
蘆
佶
の
顔
写
真
掲
載
。

5/29
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
本
立
て
の
昼
の
演
芸
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

二
〇
分

一
「
千
鳥
」

二
「
新
曲　

蘆
分
船
」
作
詞
土

岐
善
麿
、
作
曲
町
田
嘉
章

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
船
、
蘆
星
、
蘆
豊
、
蘆
翠

　

三
絃　

蘆
絃
、
隆
笛　

蘆
生

二
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
船
、
蘆
星
、
蘆
豊
、
蘆
翠

　

三
絃　

蘆
絃
、
尺
八　

関
野
生
山

「
新
曲
「
蘆
分
船
」
は
去
る
四
月

日
比
谷
公
会
堂
で
催
さ
れ
た
都
山

流
尺
八
大
会
の
時
開
曲
し
た
、
家

元
蘆
船
さ
ん
の
老
境
を
慰
め
る
為

め
に
そ
の
名
に
因
ん
で
土
岐
善
麿

さ
ん
が
作
詞
し
町
田
嘉
章
さ
ん
が

作
曲
し
た
も
の
」
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7/9
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
蘆
水
一
派
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
短
夜
」

二
「
四
季
の
詠
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
千
惠

　

琴　

蘆
水
、
蘆
天
津
、
蘆
佶

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
千
惠
、
蘆
天
津

「（
略
（蘆
千
惠
さ
ん
は
蘆
水
さ
ん

の
愛
娘
で
初
放
送
、
蘆
天
津
さ
ん

は
蘆
水
さ
ん
の
お
弟
子
で
浅
草
の

師
匠
／
蘆
佶
さ
ん
は
蘆
水
さ
ん
の

姉
妹
弟
子
で
故
蘆
柳
に
教
へ
を
受

け
深
川
で
師
匠
を
し
て
ゐ
る
」

10/11
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

二
〇
分

一
「
仁
王
門
」

二
「
砧
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
喜
美
、
蘆
染

1935
（昭和10）

1/29
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
と
尺
八
／
お
昼
の

演
芸
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

二
〇
分

一
「
新
曲　

池
邊
鶴
」
作
詞
中

村
葉
月
、
作
曲
藤
舎
蘆
船
、
町

田
嘉
章

二
「
梅
が
し
る
べ
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
浪

　

琴　

蘆
船
、
蘆
月
、
蘆
隆
、
蘆
翠

　

低
音
三
絃　

蘆
絃

二
、
唄　

蘆
雪

　

琴　

蘆
船
、
蘆
月
、
蘆
隆
、
蘆
翠

　

低
音
三
絃　

蘆
絃

「（
略
（「
池
邊
鶴
」
は
此
の
新
春

御
勅
題
を
う
た
つ
た
も
の
で
初
放

送
」

3/6
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴　

新
曲
と
古
曲
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
新
曲　

胡
蝶
の
舞
」
作
詞

蘆
三
津
、
作
曲
蘆
水

二
「
石
橋
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
三
津

　

琴　

蘆
水
、
蘆
天
津
、
蘆
佶

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
三
津
、
蘆
天
津

「（
略
（蘆
三
津
さ
ん
は
日
本
橋
馬

喰
町
で
書
道
の
先
生
／
蘆
天
津
さ

ん
は
そ
の
お
母
さ
ん
、
蘆
佶（
ロ

キ
チ
（さ
ん
は
蘆
水
さ
ん
の
妹
弟

子
で
故
蘆
柳
さ
ん
門
下
の
双
璧
」

6/6
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
五
頁

「
昔
風
の
鳴
物
入
り
／
二
絃

琴
」

午
後
八
時
四
〇
分
～
八

時
五
五
分

一
「
松
虫
」

二
「
船
遊
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
勢

琴　

蘆
船
、
蘆
孫
、
蘆
橋
、
蘆
鷗

笛　

望
月
長
美
津

小
鼓　

望
月
初
子
、
望
月
太
美
濱

大
鼓　

望
月
太
伊
、
太
鼓　

望
月
せ
い
子

「（
略
（今
夜
は
特
に
Ａ
Ｋ
の
希
望

で
昔
風
の
鳴
物
が
つ
く
、
な
ほ
□

の
望
月
初
子
さ
ん
は
家
元
望
月
扑

清
の
娘
さ
ん
で
芸
達
者
、
二
絃
琴

の
蘆
橋
さ
ん
は
初
放
送
」

9/24
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

午
後
二
時
三
五
分
～

（
終
了
時
間
不
明
（

一
「
浮
寝
の
夢
」
歌
詞
無

二
「
常
盤
」
歌
詞
無

蘆
水
、
蘆
雀
、
蘆
天
津
、
蘆
佶

堅
田
喜
三
花
、
初
子
、
太
伊
、
太
美
濱

11/4
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
お
囃
子
入
り
の
二
絃
琴
／

四
代
目
藤
舎
蘆
船
社
中
が
演

奏
」

午
後
八
時
～
八
時
二
〇

分

一
「
蘆
刈
」

二
「
三
津
之
綾
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
春

琴　

蘆
船
、
蘆
月
、
蘆
葉
、
蘆
勢

笛　

長
美
津
、
小
鼓　

初
子

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

太
美
濱

「（
略
（蘆
春
さ
ん
は
初
放
送
で
あ

る
、
曲
目
の
「
蘆
刈
」
は
初
代
蘆

船
の
作
曲
、「
三
津
之
綾
」
は
先

代
蘆
船
の
作
曲
で
あ
る
」

東
京
朝
日
に
蘆
春
の
写
真
掲
載
。
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1936
（昭和11）

1/14
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
初
春
向
き
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分

一
「
鶴
の
舞
」

二
「
新
曲　

春
遊
び
」
作
詞
蘆

天
津
、
作
曲
蘆
水

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
佶

　
　

琴　

蘆
水
、
蘆
喜
美
、
蘆
昇
、
蘆
天
津

二
、
唄　

蘆
水

　
　

琴　

蘆
佶
、
蘆
喜
美
、
蘆
天
津

一
と
二
、
笛　

長
美
津
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

3/30
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
／
新
曲
と
古
曲　

 

藤
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

四
〇
分
、
演
芸
枠
に
て

二
絃
琴
と
軽
音
楽

一
「
新
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
作
曲
町

田
嘉
章

二
「
藤
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
春　

琴　

蘆
船
、
蘆
翠
、
蘆
鷗

　

三
絃　

蘆
淸

二
、
唄　

蘆
春

　

琴　

蘆
船
、
蘆
鷗
、
蘆
悦
、
蘆
翠

二
、
笛　

喜
三
花
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

「（
略
（三
絃
の
蘆
淸
さ
ん
は
初
放

送
」

7/7
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
五
分
、
二
絃
琴
と
箏

曲

一
「
浅
妻
」

二
「
新
曲　

深
山
の
旅
」

い
ず
れ
も
歌
詞
無

蘆
水
、
蘆
天
津
、
蘆
佶
、
蘆
喜
美

長
美
津
、
初
子
、
太
伊
、
せ
い
子

10/1
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「〝
笙
の
笛
〟
は
初
放
送
〝
初

秋
〟
と
〝
四
季
の
今
様
〟
は

難
曲
／
二
絃
琴
の
新
曲
と
古

曲
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
笙
の
笛
」
作
曲
町
田
嘉
章

二
「
初
秋
」

三
「
四
季
の
今
様
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

全
曲
、
唄　

蘆
春

　

琴　

蘆
船
、
蘆
福
、
蘆
橋
、
蘆
隆　

　

三
絃　

蘆
淸

一
と
三
、
笛　

喜
三
花
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

「（
略
（家
元
芦
船
さ
ん
は
本
名
石

井
久
、
芦
春（
三
□
（さ
ん
は
渡
邊

春
子
、
芦
福（
□
〇
（さ
ん
は
東
福
、

芦
橋（
二
八
（さ
ん
は
関
静
子
、
芦

隆（
□
□
（さ
ん
は
松
信
隆
子
、
芦

清（
三
〇
（は
金
田
え
つ
さ
ん
」

12/25
（金）

『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
一

四
頁

午
後
零
時
五
〇
分
～
一

時
一
五
分

一
「
四
季
の
詠
」

二
「
梅
が
し
る
べ
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

一
、
唄　

蘆
天
津

　

琴　

蘆
水
、
蘆
染
、
蘆
佶

二
、
唄　

蘆
水

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
染
、
蘆
天
津

読
売
は
歌
詞
お
よ
び
出
演
者
情
報

な
し

1937
（昭和12）

3/2
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
芦
船
社
中
の
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
雛
」

二
「
蘆
分
船
」

三
「
窓
の
月
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

芦
春

琴　

芦
船
、
芦
坤
、
芦
勢
、
芦
月

隆
笛
と
三
絃　

町
田
嘉
章

「（
略
（芦
船
さ
ん
は
浅
草
馬
道
、

芦
春
さ
ん
は
荏
原
、
芦
坤
さ
ん
は

日
暮
里
渡
邊
町
、
芦
勢
さ
ん
は
柳

橋
、
芦
月
さ
ん
は
代
々
木
で
そ
れ

ぞ
れ
師
匠
を
し
て
ゐ
る
」
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4/5
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
〝
菖
蒲
〟
と
〝
ふ

ぢ
〟
芦
水
一
党
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
菖
蒲
」

二
「
藤
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
水

琴　

蘆
佶
、
蘆
千
惠
、
蘆
天
津

笛　

喜
三
花
、
小
鼓　

初
子

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

東
京
朝
日
一
六
頁
に
蘆
水
、
蘆
佶

の
写
真
掲
載
。

6/12
（土）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
二
絃
琴
〝
夏
三
題
〟
新
曲

と
近
代
化
し
た
古
曲
二
題
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
家
形
船
」
作
詞
林
柳
波
、

作
曲
町
田
嘉
章

二
「
夏
の
恵
」

三
「
七
夕
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

全
曲
、
唄　

蘆
春

一
、
琴　

蘆
船
、
蘆
翠
、
蘆
秀
、
蘆
浪

二
、
琴　

蘆
船
、
蘆
秀
、
蘆
翠

三
、
琴　

蘆
船
、
蘆
浪
、
蘆
秀
、
蘆
翠

一
と
三
、
三
絃　

町
田
嘉
章

東
京
朝
日
七
頁
に
町
田
と
蘆
浪
の

写
真
掲
載
。「
家
形
船
」
の
作
詞

作
曲
者
情
報
は
東
京
朝
日
に
よ
る
。

8/9
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
蘆
翁
襲
名
の
お
披
露
目
放

送
」

午
後
零
時
一
五
分
～
零

時
二
五
分

一
「
敷
島
」
作
曲
蘆
水（
読
売

に
は
曲
名
歌
詞
と
も
不
掲
載
（

二
「
新
曲　

夏
の
夕
」
作
詞
蘆

水
、
作
曲
蘆
翁　

歌
詞
有

唄　

蘆
翁

琴　

蘆
佶
、
蘆
喜
美
、
蘆
水

笛　

長
美
津
、
小
鼓　

初
子

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

蘆
水
改
め
蘆
翁
、
蘆
天
津
改
め
二

代
蘆
水
と
な
っ
た
。「
敷
島
」
の

詞
は
本
居
宣
長
の
歌
。「
敷
島
」

情
報
は
東
京
朝
日
一
六
頁
に
よ
る
。

1938
（昭和13）

1/4
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
一
頁

「
二
絃
琴
／
古
曲
を
う
た
ふ

／
四
代
目
蘆
船
社
中
」

午
後
八
時
～
八
時
二
〇

分

一
「
七
草
」

二
「
梅
が
し
る
べ
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

全
曲
、
唄　

蘆
春

一
、
琴　

蘆
船
、
蘆
隆
、
蘆
勢
、
蘆
月

二
、
琴　

蘆
船
、
蘆
孫
、
蘆
隆
、
蘆
勢

全
曲
、
笛　

喜
三
花
、
小
鼓　

初
子

　

大
鼓　

望
月
太
賀
、
太
鼓　

せ
い
子

5/18
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
お
囃
子
入
り
二
絃
琴
」

正
午
～
零
時
三
〇
分

一
「
東
の
栄
」

二
「
短
夜
」

三
「
岸
の
藤
波
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

全
曲
、
唄　

蘆
翁

　

琴　

蘆
佶
、
蘆
染
、
蘆
水

一
と
三
、
笛　

喜
三
花

　

小
鼓　

初
子
、
ワ
キ
鼓　

太
美
濱

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

蘆
翁
は
前
名
蘆
水
。
昨
春
蘆
水
を

蘆
天
津
に
譲
っ
た
。

8/10
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
六
頁

「
二
絃
琴　

正
午
の
演
芸
」

正
午
～
零
時
三
〇
分

一
「
四
季
の
今
様
」

二
「
松
の
蔭
」

三
「
砧
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
翁　

琴　

蘆
佶
、
蘆
千
惠
、
蘆
染

三
、
笛　

望
月
三
枝
子

　

小
鼓　

初
子
、
太
美
濱

　

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

9/28
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
六
頁

「
二
絃
琴
」

正
午
～
零
時
三
〇
分

一
「
笙
の
笛
」
作
詞
初
代
蘆
船
、

作
曲
町
田
嘉
章

二
「
松
の
調
」

三
「
浅
草
八
景
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

全
曲
、
唄　

蘆
春

　

琴　

蘆
船
、
蘆
月
、
蘆
翠

一
と
三
、
三
絃　

町
田
嘉
章

二
、
隆
笛　

町
田
嘉
章

出
演
者
情
報
は
東
京
朝
日
九
頁
に

よ
る
。
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四　

お
わ
り
に

　

東
流
の
ラ
ジ
オ
出
演
に
つ
い
て
は
未
だ
調
査
不
足
で
あ
り
、
実
際
の
出
演
回
数

は
更
に
多
い
と
目
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
多
く
の
名
取
り
の
名
や
師
弟
関
係
が
新

た
に
判
明
し
、
蘆
江
改
め
四
代
蘆
船
襲
名
の
経
緯
や
、
蘆
水
改
め
蘆
翁
の
襲
名
と

い
う
事
実
も
判
明
し
た
。
蘆
瑟
改
め
三
代
蘆
船
が
蘆
江
派（
蘆
船
派
（の
旗
頭
と
し

て
、
し
ば
し
ば
話
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

1939
（昭和14）

2/16
（木）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
六
頁

「
二
絃
琴　

新
曲
と
古
曲
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
岩
戸
の
舞
」

二
「
鶴
」
作
詞
中
村
葉
月
、
作

曲
町
田
嘉
章

三
「
岸
の
藤
波
」

い
ず
れ
も
歌
詞
有

唄　

蘆
春

琴　

蘆
船
、
蘆
水マ
マ

、
蘆
州マ
マ

、
蘆
勢

笛　

三
枝
子
、
小
鼓　

初
子
、
太
美
濱

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

「「
鶴
」
は
昭
和
十
年
の
勅
題

「
池
邊
の
鶴
」
に
因
ん
で
新
潟
県

松
崎
で
新
聞
を
経
営
し
て
ゐ
る
詩

人
中
村
葉
月
さ
ん
が
作
詞（
略
（」

5/30
（火）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
六
頁

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
四
季
の
艶
」

二
「
月
の
調
」

三
「
浮
寝
の
夢
」

い
ず
れ
も
歌
詞
無

唄　

蘆
翁

琴　

蘆
佶
、
蘆
千
惠
、
蘆
染
、
蘆
水

笛　

三
枝
子
、
小
鼓　

初
子
、
太
美
濱

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

東
京
朝
日
九
頁
に
全
曲
歌
詞
有

11/6
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁

「
枕
草
子
を
唄
ふ
二
絃
琴
」

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
常
盤
」
作
曲
四
代
蘆
船

二
「
風
は　

枕
草
子
よ
り
」
作

曲
町
田
嘉
章

い
ず
れ
も
歌
詞
無

一
、
唄　

蘆
勢

　

琴　

蘆
船
、
蘆
橋
、
蘆
蝶

　

三
絃　

町
田
嘉
章

二
、
唄　

蘆
春

　

琴　

蘆
船
、
蘆
橋
、
蘆
蝶
、
蘆
勢

　

隆
笛　

町
田
嘉
章

1940
（昭和15）

1/22
（月）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
初
音
」

二
「
四
季
の
詠
」

い
ず
れ
も
歌
詞
無

唄　

蘆
翁

琴　

蘆
佶
、
蘆
喜
美
、
蘆
千
惠
、
蘆
染

小
鼓　

初
子
、
太
美
濱

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

6/5
（水）

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
五
頁

午
後
零
時
五
分
～
零
時

三
〇
分

一
「
蘆
分
船
」

二
「
夕
風
の
曲
」

三
「
郭
公
」

い
ず
れ
も
歌
詞
無

唄　

蘆
春

琴　

蘆
船
、
蘆
葉
、
蘆
秀
、
蘆
翠

笛　

三
枝
子
、
小
鼓　

初
子
、
太
美
濱

大
鼓　

太
伊
、
太
鼓　

せ
い
子

蘆
船
の
顔
写
真
掲
載

東流二絃琴に関する資料目録（昭和前期篇）
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演
奏
さ
れ
た
曲
目
の
ほ
と
ん
ど
は
初
代
蘆
船
編
の
唱
歌
集
に
収
録（
歌
詞
掲
載
（

の
も
の
だ
が
、
す
で
に
節（
曲
（が
失
わ
れ
、
復
元
曲
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
も
の
も

あ
っ
た
。
町
田
嘉
章
も
新
曲
や
復
元
曲
を
提
供
し
て
い
る
が
、
町
田
は
な
ぜ
か
蘆

江
派
に
の
み
楽
曲
提
供
し
た
よ
う
で
あ
る
。
蘆
水
派
は
自
ら
作
詞
作
曲
を
手
が
け

る
場
合
が
あ
り
、
町
田
が
蘆
江
派
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
で
釣
り
合
い
が
取
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
町
田
が
三
味
線
や
隆
笛
で
伴
奏
し
た
の
も
蘆
江
派
の
出
演
時
ば

か
り
で
あ
る
。
鳴
物
と
の
合
奏
は
、
蘆
江
派
、
蘆
水
派
い
ず
れ
に
も
限
定
し
な

か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
東
流
に
と
っ
て
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

付
記　

八
雲
琴
と
東
流
二
絃
琴
の
関
わ
り
に
つ
い
て

　

東
流
二
絃
琴
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
不
明
点
が
多
い
。
今
回
い
く
つ
か
判
明

し
た
こ
と
、
考
え
得
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
す
。

　

ま
ず
、
中
条
信
礼
に
つ
い
て
。『
諸
芸
人
名
録（11
（

』（
一
八
七
五
（に
て
藤
舎
芦
舩

（
蘆
船
（の
次
に
名
の
あ
る
豊
芦
舘（
豊
蘆
館
（は
、
も
と
幕
府
高
家
、
幕
末
に
国
学

者
と
し
て
知
ら
れ
る
中
条（
中
條
（信
礼
と
思
わ
れ
る
。『
八
雲
琴
譜（12
（

』
に
唄
の
作

者
の
一
人
と
し
て
「
中
条
信
禮
」
の
名
が
あ
り
、
信
礼
の
号
で
あ
る
神
随
舎
の
名

も
見
え
る
。
信
礼
は
鈴
木（
穂
積
（重
胤（13
（

ら
と
共
に
、
江
戸
在
住
八
雲
琴
関
係
者
の

中
核
的
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

『
八
雲
琴
譜
』
に
は
江
戸
の
「
蘆
舎
主
」
に
よ
る
「
盡つ

き

ぬ
別わ
か
れ
じ路
」
と
い
う
唄
が

あ
り
、
中
山
琴
主
作
の
「
忘
が
た
身み

」
と
応
答
歌
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
蘆
舎
主
は
中
条
信
礼
の
周
辺
人
物
と
見
な
し
得
る
。
同
書
の
序
文
の

一
つ
は
「
あ
し
廼の

屋や

の
主
人
」
に
よ
る
も
の
で
、
あ
し
廼
屋
の
主
人
が
即
ち
蘆
舎

主
で
あ
り
中
条
信
礼
に
近
し
い
人
物
で
あ
れ
ば
、
東
流
の
萌
芽
は
既
に
『
八
雲
琴

譜
』
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
本
多
利
實
に
つ
い
て
。『
諸
芸
人
名
録
』
に
蘆
船
、
豊
蘆
館
に
次
い
で

名
を
記
さ
れ
た
の
が
藤
舎
芦
集（
蘆
集
（、
居
所
は
巣
鴨
庚
申
塚
と
あ
る
。『
本
多

利
實
伝（14
（

』
に
よ
る
と
、
こ
の
蘆
集
が
利
實
で
あ
る
と
い
う
。
利
實
は
初
代
蘆
船
の

没
後
、
二
代
蘆
船
と
な
る
が
、
音
楽
関
係
文
献
に
は
そ
の
事
績
が
ほ
と
ん
ど
見
当

た
ら
ず
、
本
多
流
弓
術
の
家
元
と
し
て
名
を
成
し
た
人
物
で
あ
る
。
利
實
が
蘆
集

で
あ
る
な
ら
、
彼
は
初
代
の
縁
戚（
蘆
船
の
息
子
の
妻
の
兄
（と
い
う
だ
け
で
な
く
、

二
絃
琴
の
師
匠
と
し
て
初
代
蘆
船
を
大
い
に
助
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
利
實

の
日
記
に
は
二
絃
琴
を
め
ぐ
る
種
々
の
活
動
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
本
多
利
實
伝
』
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
利
實
と
大
岸
元
琴
と
の
関

係
が
、
東
流
成
立
以
後
に
継
続
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る（15
（

。
初
代
蘆
船
は
八
雲
琴
の

家
元
か
ら
破
門
さ
れ
た
と
、
し
ば
し
ば
伝
説
的
に
語
ら
れ
て
き
た
が
、
東
流
は
少

な
く
と
も
八
雲
大
岸
流
と
は
穏
便
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、

大
岸
元
琴
は
八
雲
大
岸
流
の
家
元
で
あ
る
と
同
時
に
、
鎖
鎌
の
大
岸
流
の
関
係
者

で
も
あ
っ
た
ら
し
い（16
（

。
利
實
と
元
琴
は
、
武
芸
を
極
め
る
た
め
に
音
楽
を
学
ん
だ

者
と
し
て
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

東
流
は
長
ら
く
、
素
人
の
女
性
芸
能
と
し
て
命
脈
を
つ
な
い
で
き
た
。
だ
が
、

そ
の
源
流
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
幕
末
維
新
期
の
国
学
者
や
士
族
た
ち
、
決
し

て
少
な
く
な
い
数
の
男
性
が
、
詞
を
作
り
曲
を
作
り
、
歌
の
心
を
講
じ
、
音
律
の

道
を
説
き
、
歌
い
方
、
弾
き
方
を
伝
授
し
て
、
東
流
二
絃
琴
の
普
及
に
努
め
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
東
流
初
期
の
組
織
体
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
れ
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ば
、
東
流
二
絃
琴
の
思
想
性
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。

注（
（
（ 
重
松
恵
美
「
東
流
二
絃
琴
に
関
す
る
資
料
目
録（
明
治
篇
（」
お
よ
び
、
同
資
料
目

録（
大
正
篇
（。（『
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
六
号
、
第
二
七
号
、
京
都
橘

大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
二
〇
一
九
年
三
月
（

（
（
（ 

町
田
佳
聲
「
遊
び
の
上
に
成
立
し
た
東
流
二
弦
琴
百
年
の
浮
沈
」（『
東
流
二
弦

琴
』
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
、
一
九
七
五
年
（

（
（
（ 

田
辺
尚
雄
、
平
野
健
次
「
一
弦
琴
【
日
本
】
歴
史
」（『
日
本
音
楽
大
事
典
』
平
凡

社
、
一
九
八
九
年
（

（
（
（ 

平
野
健
次
「
二
弦
琴
【
八
雲
琴
】
成
立
と
名
称
」（『
日
本
音
楽
大
事
典
』（

（
（
（ 

『
現
代
音
楽
大
観
』
は
、
前
稿
「
―
資
料
目
録（
大
正
篇
（」
に
て
紹
介
。

（
（
（ 

山
本
震
琴
は
「
八
雲
琴
の
系
譜
と
そ
の
内
容
」
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
東

流
二
絃
琴
は
、
八
雲
琴
の
変
形
と
し
て
、
当
道
で
は
異
端
者
と
し
て
認
め
な
い
。」

「
琴
主
の
弟
の
大
岸
元
琴
は（
略
（こ
れ
は
大
岸
流
と
自
称
し
て
別
派
を
名
乗
っ
た
人

で
、「
勝
色
」
と
云
ふ
曲
を
作
っ
て
ゐ
る
。
出
雲
舟
歌
系
に
属
す
る
流
れ
で
正
統
で

は
な
い
。」（
山
本
震
琴
編
著
『
八
雲
琴　

楽
譜
と
詳
解
』
上
巻
、
雄
山
閣
出
版
、
一

九
七
七
年
（

（
（
（ 

『
新
聞
集
成
』
収
録
の
『
報
知
新
聞
』
記
事
に
つ
い
て
は
、
山
本
四
郎
『
評
伝　

原
敬
』
上
巻
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九
七
年
に
教
示
を
得
た
。

（
（
（ 

一
九
二
九
年
十
月
二
十
二
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁
に
よ
る
と
、
蘆
水
は
五

九
二
票
を
獲
得
。
同
年
十
月
二
十
六
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
〇
頁
に
は
、
蘆
瑟
五

二
六
五
票
、
蘆
水
三
七
一
一
票
。
十
一
月
三
日
お
よ
び
六
日
に
は
、
蘆
瑟
、
蘆
水
の

ほ
か
、
蘆
富
志
、
蘆
佶
、
蘆
江
、
蘆
天
津
の
得
票
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
（ 

『
東
流
二
絃
琴
唱
歌
集
』（
一
八
八
五
（は
、
前
々
稿
「
―
資
料
目
録（
明
治
篇
（」

に
て
紹
介
。

（
（0
（ 

蘆
江
の
甥
姪
は
俳
優
の
沢
村
国
太
郎
、
沢
村
貞
子
、
加
東
大
介
。
蘆
江
に
つ
い
て

は
貞
子
と
、
貞
子
の
姉（
民
俗
学
者
の
矢
島
せ
い
子
（の
著
作
が
参
考
に
な
る
。

（
（（
（ 

『
諸
芸
人
名
録
』
は
「
―
資
料
目
録（
明
治
篇
（」
に
て
紹
介
。

（
（（
（ 

中
山
琴
主
『
八
雲
琴
譜
』
刊
年
不
明
。『
神
傳
八
雲
琴
譜
』
と
も
呼
ば
れ
、
安
政

六
年（
一
八
五
九
（頃
成
立
と
推
測
さ
れ
る
。
平
野
健
次
・
久
保
田
敏
子
翻
刻
『
翻
刻

複
製　

八
雲
琴
譜
』
上
下
巻
、
ア
ボ
ッ
ク
社
、
一
九
七
九
年
を
参
照
し
た
。

（
（（
（ 

鈴
木
重
胤
、
幕
末
の
国
学
者
。『
八
雲
琴
譜
』
に
穂
積
重
胤
の
名
で
跋
文
を
寄
せ
、

唄
の
作
者
と
し
て
厳
橿
本
の
号
を
用
い
て
い
る
。

（
（（
（ 

小
林
暉
昌
著
、
本
多
利
永
監
修
『
朝
嵐
松
風　

本
多
利
實
伝
』
弓
道
本
多
流
史　

　
　

上
巻
、
東
京
大
学
弓
術
部
・
赤
門
弓
友
会
、
二
〇
一
七
年

（
（（
（ 

大
岸
元
琴
は
本
名
、
越
智
正
常
。
八
雲
琴
の
初
代
家
元
・
中
山
琴
主
の
実
弟
。

『
利
實
伝
』
九
〇
頁
に
よ
る
と
「
利
實
は
芦
船
に
二
弦
琴
を
習
っ
て
い
る
が
芦
船
の

師
匠
で
も
あ
る
大
岸
元
琴
に
も
、
明
治
三
年（
略
（入
門
も
し
て
い
る
。
十
三
年
九
月

二
十
五
日
の
記
述
で
も
「（
略
（大
岸
元
琴
八
雲
会
に
出
席
す
」
と
い
っ
た
大
岸
と
の

交
流
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。」
と
い
う
。

（
（（
（ 

窪
田
英
樹
『
八
雲
琴
の
調
べ　

神
話
と
そ
の
心
』（
東
方
出
版
、
一
九
八
六
年
（に

よ
る
と
、
大
岸
家
に
は
「
武
器
の
鎖
鎌
が
残
さ
れ
て
」
お
り
、「
大
鎌
の
柄
に
「
元

祖　

八
雲　

大
岸
流
」
と
彫
り
つ
け
て
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
元
琴
は
『
八
雲
琴

譜
』
の
跋
文
に
、「
武
と
律
と
の
二
道
の
大
業
の
奇
妙
に
至
ら
ん
事
を
願
は
ん
」
と

し
て
出
雲
大
社
に
参
籠
し
、「
天
の
八
重
鎌
の
大
御
業
の
秘
事
の
御
伝
」
を
授
か
り
、

「
八
雲
大
岸
流
と
御
改
さ
せ
給
は
り
け
る
」
と
記
し
て
い
る
。
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