
一
中
節

か
ら
常
磐
津
節

へ

語
り
物
の
音
楽
的
変
容
と
連
続
性

時

田

ア

リ

ソ

ン

一中節から常磐津節へ

は
じ
め
に

江
戸
時
代

の
大
衆
文
化

は
、
人
形
芝

居

(現
在
の
文
楽
)、
歌
舞
伎
、
そ
し
て

遊
廓
と
く
に
吉
原
を
め
ぐ

っ
て
華
や
か

に
展
開
し
た
。
い
ず
れ
の
場
で
も
、
そ

の
中
心
に
は
音
楽
が
あ

っ
た
。
大
衆
文

化
と
と
も
に
音
楽
は
発
展
し
た
の
で
あ

る
。十

六
世
紀

の
終
わ
り
か
ら
三
味
線
を
伴
う
よ
う
に
な

っ
た
浄
瑠
璃
は
、
十
七

世
紀
に
入

っ
て
か
ら
、

つ
ま
り
江
戸
時

代
に
な

っ
て
か
ら
、
め
ま
ぐ
る
し
い
ほ

ど
の
勢

い
で
つ
ぎ

つ
ぎ
に
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
、
そ

の
勢

い
は
衰
え
を
見

せ
な
が

ら
も
、
十

八
世
紀

の
終
わ
り
、
寛
政
年
間

(
一
七
八
九
-

一
八
〇

一
)

ま
で
続
き
、
文
化
十

一
年

(
一
八
一
四
)
浄
瑠
璃

の
最
後

の
ジ
ャ
ソ
ル
で
あ
る

清
元
節
が
生
ま
れ
て
よ
う
や
く
落
ち
着

い
た
。
こ
の
発
展

の
時
期

は
、
家
元
制

度

の
形
成
期

に
も
あ
た
る
。

天
和

(
一
六
八

一
-

一
六
八
四
)
頃
ま

で
す
ば

ら
し

い
勢

い
で
発
展
し
た
浄

瑠
璃
だ
が
、
そ
の
時
期

に
成
立
し
た
も
の
は
い
ま
に
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
竹
本

義
太
夫

(
一
六
五

一
-

一
七

一
四
)
の
義
太
夫
節
が
確
立
し
た
の
は
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
(音
楽
大
事
曲
ハ2

〈平
凡
社
〉
"
六
六
八
頁
)
、
そ
れ
か
ら
や
や
遅
れ

て
都
太
夫

一
中

(
一
六
五
〇
1

一
七
二
四
)
も

一
中
節
を
お
こ
し
て
い
る

(音
楽

大
事
典
1

日
九
六
頁
)。
歌

い
物

の
長
唄
が
は

っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
を
と
る
の

も
こ
の
頃
で
あ
る

(音
楽
大
事
典
4

二

六
八

一
-
二
頁
)。

一
中

の
弟

子
、
宮

古
路
豊
後
掾

(P
l

一
七
四
〇
P
)
の
語

っ
た
豊
後
節

は
心
中
を
煽
り
、
風
俗

を
壊
乱
す
る
も
の
と
し
て
、
享
保
十
六
年

(
一
七
三

一
)
に
禁
止
さ
れ

(笠
谷

一
九
九
七

日
九
四
-
九
五
頁
)、

い
ま
は
詞
章
だ
け
が
残
り
、
音
楽

は
伝
わ

っ
て

い
な
い
。
豊
後
掾
の
芸
統
か
ら
生
ま
れ
た
浄
瑠
璃
を

一
般
に
豊
後
系
浄
瑠
璃
と

い
っ
て
お
り
、
常
磐
津
節
、
富
本
節
、
新
内
節
、
宮
薗
節
、
清
元
節
が
現
在
ま

で
伝
わ

っ
て
い
る
。
(図
1
)
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図
1

豊
後
系
浄
瑠
璃
の
歴
史
的
関
係
図

一
六
九
〇
年
代

一
七

一
〇
年
p

一
中
節

↓

豊
後
節

ほ
か
の
+云
能

一
六
八
○
年
代

大
薩
摩
節

一
七
四
七
年

↓

常
磐
津
節

↑一
七
五
〇
年
代

新
内
節

宮
薗
節

一
六
八
四
年

一
七
二
〇
年
代

義
太
夫
節

長
唄

一
七
四
八
年

一
八
一
四
年

↓

富
本
節

↓

清
元
節

語
り
の
場
と
語
り
手

江
戸
時
代
が
始
ま
る
頃
、
琵
琶

の
か
わ
り
に
三
味
線
を
伴
奏
楽
器
と
し
た
浄

瑠
璃
は
、
人
形
芝
居
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
り
、
純
粋
な
語
り
物

で
は
な
く
な

っ
た
。
語
り
の
場
が
芝
居
小
屋
に
移
る
と
、

セ
リ
フ
の
部
分
が
増
え
る
な
ど
、

語
り
は
演
劇
化
が
進
み
、
音
楽
の
ほ
う
も
弾
き
語
り
が
な
く
な
り
、
語
り
手
と

三
味
線
方
と
に
分
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
舞
踊
が
主
だ

っ

た
歌
舞
伎
も
元
禄

(
一
六
八
八
-

一
七
〇
四
)
頃
に
は
演
劇
的
な
性
格
を
強

め

る
よ
う

に
な
り
、
人
形
芝
居
で
語
ら
れ

て
い
た
浄
瑠
璃
を
舞
踊

(所
作
事
)
に

と
り
い
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
浄
瑠
璃
が
語
ら
れ
る
場
は
ま
た

一
つ
増
え
る
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
人
形
芝
居
か
ら

は
演
劇
的
次
元
、
歌
舞
伎
か
ら
は
舞

踊
的
次
元
を

つ
け
加
え
ら
れ
、
浄
瑠
璃
は
江
戸
期
に
入

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
語

り
物
と
は
大
き
く
位
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
浄
瑠
璃
が
語
り
物
性
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

古

い
も

の
を
す

っ
か
り
捨
て
て
し
ま
わ
ず
に
別

の
も
の
を
と

り
入
れ
、
新
し
い
も

の
を
生
み
出
す
と
い
う
傾
向
が
日
本
文

化
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
文
字
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
も
語
り

物
が
演
じ
ら
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
い
例
が
、
文
楽
で
あ
る
。
文
楽

の
語

り
手
、
す
な
わ
ち
義
太
夫
節

の
太
夫
は
舞
台
上
手

の
袖

の

「床
」
に
座

っ
て
観
客

の
目
に
姿
を
さ
ら
し
、
語
り

の
内
容

が
人
形
に
よ

っ
て
視
覚
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
傍
ら
で
、
地
も
語
り
、

セ
リ
フ

も
語
り
な
が
ら
物
語
を
語

っ
て
ゆ
く
。
イ
ギ
リ
ス
の
人
形
劇

「
パ
ソ
チ
と
ジ

ュ

デ

好
」

の
よ
う
に
セ
リ
フ
劇
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、
語

る
と

い
う
行
為
、
物
語
を
観
客

・
聞
き
手
に
語
る
と
い
う
か
た
ち
は
保
持
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
語
り
の
芸

の
か
た
ち
は
、
歌
舞
伎
を
経

て
、
無
声
映
画
時

代
に
お
け
る
活
弁
に

つ
な
が

っ
て
い
く
。

研
究

の
方
法
-

構
造

モ
デ
ル
と
常
套
的
音
楽
素
材

古
代
か
ら
現
在
ま
で
の
語
り
物

の
発
展
を
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
す
る
。
ま
ず
、
理
論
的
枠
組

み
で
あ
る
。

こ
れ

ま
で
に
文
字
テ
ク
ス
ト
を
持
た
な
い
、
口
頭
的
な
語
り
、

オ
ー
ラ
ル
ナ
ラ
テ
ィ

ブ

o
蠢
一
p
胃
蠢
菖
く
Φ

に
つ
い
て
の
理
論

は
あ

っ
た
が
、
言
語
面
の
み
を
対
象
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一中節から常磐津節へ

と
す
る
限
界
が
あ

っ
た

(↓
o
犀
一け鋤
一㊤
㊤
①)。
し
た
が

っ
て
、
音
楽
が
高
度

に
発

達

し
た
日
本

の
語
り
物
な
ど
を
研
究
す

る
に
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

語
り
物

の
研
究

は
言
語
面
や
音
楽
面
だ
け
で
な
く
視
覚
面
や
身
体
性
、
さ
ら
に

は
演
奏
の
場
や
享
受
者
な
ど
も
同
等
に
考
察
す
べ
き
時
に
来
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
を
包
摂
す
る
理
論
的
枠
組

み
は
ま
だ
な
い
。

そ
れ
で
も
、
言
語
面
を
は
じ
め
音
楽

面
で
も
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
次

の
困
難
は
、
語
り
物
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
者
の
間

で
概
念
規
定
や
用
語
が
ま

ち
ま
ち
で
あ

っ
た
り
、
不
明
確
な
場
合
も
あ

っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
了
解

や
議
論
が
む
ず
か
し
く
な

っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ル
間

の
比
較
を
可

能
に
す
る
た
め
に
、
常
套
的
音
楽
素
材

8
同ヨ
三
。。
ぱ

ヨ
⊆
ωけ
巴

ヨ
讐
Φ
村巨

と

い
う
概
念
を
出
し
て
み
た
が

(時
田

一
九
九
七

"
三
〇
三
-
三
〇
五
頁
)、
用
語

に
つ
い
て
は
、
演
奏
者

の
使
用
す

る
も

の
と
研
究
者

の
使
用
す
る
も

の
の
統

一

を
含
め
、
語
り
物
す
べ
て
の
ジ

ャ
ン
ル
に
妥
当
す
る
用
語
を
確
立
す
る
と
こ
ろ

ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
中

で
、
小
論
は
、

一
中
節
と
常
磐
津
節
と
い
う
二

つ
の

近

い
ジ

ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ

る
。

一
中
節

は
豊
後
節

の
母
胎

で
あ
り
、
歌
舞
伎

と
は
あ
ま
り
か
か
わ
ら
ず
、
か

つ
て
の
語
り
物

の
要
素
を
色
濃
く
残

し
て
お
り
、

一
方

の
常
磐
津
節

は
歌
舞
伎

の
中
で
豊
後
節
を
受
け
継

い
で
い
る
。
小
論
は
現

存
曲

の
分
析
を
通
じ
て
、

一
中
節
か
ら
常
磐
津
節

の
歴
史
的
変
容
お
よ
び
展
開

(
1

)

と
連
続
性
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
た
だ

し
、
現
存
曲
が
そ
の
ま
ま
か

つ
て
の

一

中
節
を
伝
え
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
く
、
む
し
ろ
、
後
発
ジ
ャ
ン
ル
の

影
響
を
受
け

つ
つ
伝
わ

っ
て
き
た
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。
そ

の
よ
う
な
影

響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
語
り
物

の
歴
史
的
研
究

の
課
題
で
あ
る
。

分
析
は
、
曲
全
体
は
曲

・
小
段

・
フ
レ
ー
ズ
の
各

レ
ベ
ル
か
ら
な
る
と
す
る

構
造

モ
デ

ル
に
も
と
づ
き
、
常
套
的
音
楽
素
材
と
い
う
分
析
概
念
を
用

い
て
進

め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

右
の
構
造

モ
デ
ル
は
、

い
わ
ば
垂
直
的
な

モ
デ

ル
で
あ
り
、

フ
レ
ー
ズ
は
小

段

に
、
小
段
は
曲

に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
を
補
う

の
が
、
水
平
的
な
モ
デ

ル
、
す

な
わ
ち
曲
の
時
間

の
進
行
を
軸

に
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
後
掲

の

一
中
節
と
常

磐
津
節
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
構
造
図

(表
7
、
8
)
に
よ

っ
て
、
垂
直
的
な
構

造
と
水
平
的
な
構
造
を
示
す
。

常
套
的
音
楽
素
材
は
、
先
行
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
伝
承

の
プ

ロ
セ
ス
に
よ

っ
て

(
2
)

受
け
継

い
だ

「伝
統
的
な
」
常
套
的
単
位
で
、
構
造

モ
デ

ル
の
各

レ
ベ
ル
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
音
楽
的
表
現
の
D
N
A
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

(表

1
参
照
)。

曲
の
レ
ベ
ル
で
は
、
常
磐
津
節
で
い
え
ば
語
り
曲
、
舞
踊
曲
、
祝
儀
曲
な
ど

の
曲
種
、
あ
る
い
は
曲

の
ス
タ
イ
ル
を
常
套
的
音
楽
素
材
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

小
段
の
レ
ベ
ル
で
使
わ
れ
る
常
套
的
音
楽
素
材
は
、
語
り
口
で
あ
る
。
語
り

口
は
、
説
明
が
な
か
な
か
む
ず

か
し
い
が
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ぽ
、
曲
の
下
位

の
ス
タ
イ
ル

ω二
σ
ω昌
5

で
あ
る
。
小
段
そ
の
も

の
と

い
う
こ
と
も
あ

る
し
、

小
段

の

一
部
と
し
て

一
つ
あ
る
い
は
二
つ
以
上
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
、
と
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表
1

一
中
節
と
常
磐
津
節
の
構
造
に
対
応
す
る

常
套
的
音
楽
素
材

フ 小 曲 構
レ 段 ( 造
1 段 の

ズ * レ
) べ

ノレ

旋 語 曲 常
律 り 種 套
型 口 的

立
日

楽
素
材

 

*

伝

統
的

に
演

奏
者

の
使

う
用
語

表
2

語
り
物
の

「硬
い
」
ジ

ャ
ソ
ル
と

「軟
ら
か

い
」
ジ
ャ
ソ
ル

大
薩
摩
節

義
太

嚢
即

金
平
節

幸
若

平
曲 奩

ど
ジ
ヤ

ソ

ノレ

豊 河
後 東
系 節
浄
瑠

車
節

土

隻
即

能 説
経
節

載
ら

そこ
L

璃 ジ
ヤ

ン

ノレ

 

表

3
.

語
り
物

の
各

ジ

ャ
ソ
ル
の
な
か

の

「硬

い
」
部
分
と

「軟

ら
か

い
」

部
分

常 義 謡 平
磐 太
津 夫 曲`

節 節

セ
メ

地

殺 二
し番
場 目

修 強
羅吟
物

萇
イ

疑
ど

物

ク
ド

キ

ク 道
ド 行

キ

三 弱
番 吟
目
物

塹
尸

載

象
い
L

い
っ
た
具
合

で
あ
る
。

フ
レ
ー
ズ
の
レ
ベ

ル
で
は
、
旋
律
型
が

常
套
的
音
楽
素
材
で

あ
る
。
旋
律
型
は

一

つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
繰

り
返
し
あ
ら
わ
れ
、

声
と
三
味
線
そ
れ
ぞ

れ

の
一
定
し
た
旋
律

の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
多
く
は
伝
統
的
な

名
を
も

つ
。
曲
や
小

段
や
語
り
口
の
終
わ

り
と
始
め
に
つ
か
わ

れ
、
終
結
と
開
始

の

…機
能
を
も

つ
グ
ル
ー

プ
と
、
そ
れ
ほ
ど
の

拘
束
性
は
な
く
ゆ
る

や
か
に
つ
か
わ
れ
る

も
の
と
が
あ

る
。
ほ

か
に
、
詞
章

に
結
び

つ
い
た
旋
律
型
が
少
数
あ
る
。

一
中
節
と
常
磐
津
節
を
聞
き
比
べ
る
と
、

か
な
り
ち
が

っ
た
感
じ
を
受
け
る

の
が
ふ

つ
う
だ
が
、
小
論
で
は
、
小
段
と
語
り
口
を
中
心
と
し
た
分
析
を
行

い
、

両
者

に
は
豊
後
系
浄
瑠
璃

の
語
り
物
と
し
て
時
代
を
超
え
た
音
楽
的
連
続
性
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ

の
上

で
、
常
磐
津
節
は
ど

の
よ
う
に
変
わ

っ
た
か
を
示
し
、
変
化

の
要
因
を
い
く
つ
か
示
唆
す
る
予
定
で
あ
る
。
作
品
と

し
て
は
、

一
中
節

「椀
久
道
行
」
と
常
磐
津
節

「関

の
扉
」
下

の
巻
を
取
り
上

げ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
図
を
作
成
し
、

か
ん
た
ん
な
比
較
を
試
み
る
こ
と
に

し
た
い
。

本
来
で
あ
れ
ぽ
、
当
時

の
資
料
を
調

べ
て
、
演
奏
者
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
変

化
さ
せ
る
当
事
者
の
意
識
を
探
り
、

一
中
節
の
主
な
演
奏
の
場
で
あ

っ
た
座
敷

や
そ
の
享
受
者
な
ど
具
体
的
な
場
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
だ
が
、
ま
だ
そ
こ
ま

で
に
は
至

っ
て
い
な
い
。

な
お
、

一
中
節

の
分
析
に

つ
い
て
は
、
初
期
五
曲
を
分
析

し
た
田
中
論
文

(田
中

一
九
八
七
)
を
参
考
に
さ
せ
て
頂

い
た
。
用
語
は
田
中

の
も

の
を
尊
重
し

つ
つ
、
論
旨
が
は

っ
き
り
す
る
よ
う
に
説
明
を
く
わ
え
た
。
残
念
な
が
ら
現
在

の
段
階

で
は
、
通
用
し
て
い
る
旋
律
型
の
名
称

の
出
自
を
た
し
か
め
て
、
ジ
ャ

ン
ル
間

で
統

一
的
な
使
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
通
用
し
て

い
る
ま
ま
に
用

い
た
。
小
段
名
は

[

]
で
、
語
り
口
名
は

『

』
で
、
旋
律

型
名
は
く

V
で
囲
ん
で
表
記
す
る
。
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一中節から常磐津節へ

「硬

い
」
「
軟
ら

か
い
」
と

い
う
二

つ
の
相
対
的
な

カ
テ
ゴ

リ
ー

常
磐
津
節
と

一
中
節

の
比
較
分
析
を
行
う
準
備
と
し
て
、
「硬

い
」
と

「軟

ら
か
い
」
と
い
う
対
照
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
大
ま
か

で
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
区
分
な
の
で
、
ど
こ
が
ど
う
と
い
う
よ
う
な
厳
密
な

運
用

に
は
耐
え
な
い
が
、
か
え

っ
て
そ

の
た
め
に
ジ

ャ
ソ
ル
を
超
、兄
、
時
代
を

超
え
、
構
造

レ
ベ
ル
を
超
え

て
、
語
り

の
ス
タ
イ

ル
や
そ
れ
よ
り
下
位

の
ス
タ

イ
ル
す
な
わ
ち
、
語
り
口
を
う
ま
く
概
念
化
で
き
、
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
語

り
物

の
ジ

ャ
ン
ル
間
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的

に
述

べ
て
み
る
と
、
平
曲
と

い
う
ジ

ャ
ソ
ル
は

「硬
く
」、
今

は
も

う
伝
わ
ら
な
い
か
つ
て
の
説
経
節
は

「
軟
ら
か
い
」
と
い
、見
る
。
浄
瑠
璃

に
お

い
て
は
、
義
太
夫
節
は

「硬
く
」
、

一
中
節
は

「軟
ら
か
い
」。
金
平
節
と
大
薩

摩
節
は

「硬
く
」
、
河
東
節
、
土
佐
節
、
豊
後
節
は

「軟
ら
か
い
」
と
い
、兄
る

だ
ろ
う
。

(表
2
)

同
じ
常
磐
津
節

で
も
、
あ
と
で
の
べ
る

『
セ
メ
地
』
と
い
う
語
り
口
は

「硬

く
」
、
軍
記

・
戦
さ
が
た
り
の
系
統
で
あ
り
、
『
ク
ド
キ
』
は

「軟
ら
か
い
」
語

り
口
で
あ
り
、
説
経
系
あ
る
い
は
白
拍

子
や
熊
野
比
丘
尼
な
ど
女
性
が
担

っ
た

語
り
物

の
系
統

で
あ
ろ
う
と
推
測
す

る
こ
と
も
可
能

と
な
る

(表
3
)。
さ
ら

に
、
語
り
口
は
語
り
の

「
硬
い
」
あ
る

い
は

「軟
ら
か
い
」
内
容

に
沿

っ
て
選

び
取
ら
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
二
つ
の
ま

っ
た
く
異
な
る
語
り
の
伝
統
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
中
節
と
常
磐
津
節
の
音
楽
比
較

人
形
芝
居
や
歌
舞
伎

に
出
演
し
て

一
世
を
風
靡
し
た
豊
後
節
が
、
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
と
元
文
四
年

(
一
七
三
九
)
に
三
度
に
わ
た

っ
て
禁
止
さ
れ
た
あ

と
、
寛
保
三
年

(
一
七
四
三
)
豊
後
掾

の
弟
子
だ

っ
た
宮
古
路
文
字
太
夫
が
江

戸
中
村
座
に
出
演
し
て
い
る

(岩
沙

一
九
六
八

"
八

一
頁
)
。
そ

の
文
字
太
夫

の

語
り
は
道
行
物
を
売
り
物
と
し
、
豊
後
掾
ゆ
ず
り

の

『
ク
ド
キ
』
を
使

っ
た
、

な
お
全
体
に
艶

っ
ぽ
い
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
歌
舞
伎

の

芝
居
小
屋
で
所
作
事
の
伴
奏
曲
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
と
な
り
、
徐
々
に
新
た

な
性
格
を
お
び
て
い

っ
た
。
そ
の
後
延
享
四
年

(
一
七
四
七
)
に
は
、
文
字
太

夫
は
常
磐
津
文
字
太
夫
を
名
乗
り
、
常
磐
津
節
が
成
立
す
る
。

恋
人
同
士
を
死
に
い
た
ら
せ
る
ま
で
に
甘
美

で
あ
り
、
常
磐
津
節
が
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
た
豊
後
節
と
は
ど
の
よ
う
な
音
楽
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
常
磐
津
節

は
そ
こ
か
ら
な
に
を
受
け
継
い
だ
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
豊
後
節
は
詞
章
ば

か

り
で
音
楽
そ
の
も

の
は
残

っ
て
い
な
い
。
さ
い
わ
い
、
豊
後
節
の
母
胎
と
な

っ

た

一
中
節
は
現
存
し
て
お
り
、
田
中
が
と
り
あ
げ
た
初
期

一
中
節
と
つ
た
、兄
ら

れ
る
五
曲
は
、
歌
舞
伎
舞
踊
形
式
成
立
以
前

の
古

い
語
り
物
の
要
素
を
そ
な
・兄

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の

一
部

は
後
の
宮
古
路
豊
後
掾
、
都
半
中

の

作
曲
に
な
る
も

の
で
あ
る
。

(音
楽
大
事
典
1

"
九
七
-
九
九
頁
)

一
中
節
か
ら
常
磐
津
節

へ
の
変
化
は
、
と
も
に
三
味
線
を
伴
う
浄
瑠
璃
と
い
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う
こ
と
も
あ

っ
て
、
比
較
的
小
さ
い
。

そ
の
変
化
も
ほ
ぼ
五
十
年
と
い
う
比
較

的
短

い
間
に
起
き
て
い
る
の
で
、
そ

の
要
因
や
み
ち
す
じ
は
見
や
す
く
、
歴
史

的
な
あ
と
づ
け
を
ら
く
に
す
る
。

根
本
的
と
考
え
ら
れ
る
変
化
は
、
語

り
の
場
が
座
敷
か
ら
舞
台

へ
と
変
化
し

た
こ
と
だ
ろ
う
。

一
中
節
と
常
磐
津
節

を
聞
き
比
べ
る
と
か
な
り
ち
が

っ
た
感

じ
を
受
け
る
は
ず
だ
と
述
べ
た
が
、
そ

の
理
由

の

一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
都
太

夫

一
中
は
歌
舞
伎

で
道
行
物
な
ど
の
所
作
事

に
曲
を

つ
け
、
伴
奏
を
し
た
と
い

う
記
録
は
あ

る
が
、
少
な
く

(竹
内

一
九

八
八

二

二
九
-
三
三
頁
)
、
主

に
座

敷
で
語

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
形
芝
居

に
は
出
な
か
っ
た
ら
し
い
。

一
方

の
常

磐
津
節
は
、
演
奏

の
場

は
芝
居
小
屋
で
あ
り
、
歌
舞
伎

の
所
作
事

の
伴
奏
と
し

て
歌
舞
伎
舞
踊
形
式

に
し
た
が
う
こ
と
と
な
り
、
曲
種
や
小
段
は
お
お
き
な
影

響
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
中
節
と
常
磐
津
節

の
比
較
分
析
は
、
曲

の
構
造
の
レ
ベ
ル
に
し
た
が
う
か

た
ち
で
行

い
た
い
。
曲
種
、
小
段
構
成

お
よ
び
語
り
口
、
旋
律
型
の
順
で
あ
る

が
、
小
段
お
よ
び
語
り
口
を
中
心
に
す

る
。
本
来
な
ら
あ

つ
か
う
べ
き
三
味
線

の
手

(独
奏
メ
ロ
デ
ィ
ー
)
と
動
機
、
声
部

の
装
飾
音

(オ
シ
、

マ
ワ
シ
な
ど
)

は
割
愛
す
る
。

曲

種

一
中
節
で
も
常
磐
津
節

で
も
曲
は
伝

統
的
に

「段
」
と
よ
ば
れ
、
芝
居

で
上

演
さ
れ
る

一
回
り
大
き
な
物
語
世
界

の

一
場
と
な
る
こ
と
が
し
ぼ
し
ぼ
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
語
り
性
と
演
劇
性
の
強

い
語
り
曲
と
、
所
作
事
と
も
よ
ば
れ
る
、

唄

い
物
的

・
舞
踊
的
な
舞
踊
曲
を
区
別
し
う
る
。
芝
居
の
物
語
世
界
と
は
直
接

関
係
が
な
い
も
の
と
し
て
は
、
新
年
や
襲
名
な
ど
祝

い
事
に
作
ら
れ
、
ふ
つ
う

座
敷

で
演
じ
ら
れ
る
祝
儀
曲
が
あ
る
。

一
中
節

の
詞
章
を
見
る
と
、
「夕
霞
」
な
ど

の
世
話
物
や

「椀
久
道
行
」

の

よ
う
な
道
行
物
が
多
く
、
「
双
子
隅
田
川
」
な
ど
能
を
典
拠
と
し
た
曲
も
あ
る

が
、
時
代
物

は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
ず
、
「辰
巳

の
四
季
」
な
ど

の
祝
儀
曲
は
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
音
楽

に
は
こ
れ
と
い
っ
た
区
別
を

つ
け
に

く
く
、
曲
種
は

一
つ
だ
け
と
い
っ
て
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
。
曲
種
と
い
う
概

念
が
成

り
立
ち
に
く
い
と
も

い
え
る
。
常
磐
津
節

に
は
、
「将
門
」
な
ど
、
芝

居

の
一
場
と
し
て
物
語
を
語

る
語
り
曲

(「段
物
」
と
も
い
う
)
と
、
「
三
社
祭
」

へ
ん
げ

も
の

な
ど
純
然
た
る
所
作
事

の
伴
奏
と
し
て
の

「変
化
物
」
の
舞
踊
曲
、
そ
し
て

「老
松
」
な
ど

の
祝
儀
曲
が
あ
り
、
音
楽
的

に
も
三
つ
の
曲
種
が
あ

る
。

常
磐
津
節

の
な
か
で

一
中
節
に
近

い
と
考
え
ら
れ
る
も

の
は
、
「将
門
」
「山

姥
」
な
ど
の
語
り
曲
で
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

一
中
節

の
語
り
口
と
非
常

に

よ
く
似
た

「軟
ら
か
い
」
語
り
口
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
た
だ
同
じ
語
り
曲

で

も
、
「関

の
扉
」
な
ど

の
時
代
物
は
大
薩
摩
節
な
ど
に
似

た

「硬
い
」
語
り

口

を

つ
か

っ
て
お
り
、
も
と
も
と
時
代
物

の
な

い

一
中
節
と
は
あ
ま
り
共
通
性
が

な
い
。

ま
た
祝
儀
曲
も
共
通
性
が
高
い
。
祝
儀
曲
は
三
味
線
音
楽

の
ジ

ャ
ン
ル
す
べ

て
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
座
敷
と
い
う
演
奏
の
場
や
祝

い
と
い
う
機
能
が
共
通
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し
、
詞
章
も
叙
情
的

で
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
、

一
中
節
と
常
磐
津
節
は
、
祝

儀
曲
が
も

っ
と
も
近

い
と
思
わ
れ
る
。

常
磐
津
節
の
純
然
た
る
舞
踊
曲
は
、
後
で
述

べ
る
歌
舞
伎
舞
踊
形
式

に
よ
っ

て
成
立
し
た
も

の
で
、
歌
や
踊
り
の
引
用
か
ら
な
る
小
段
が
多
く
て
、
語
り
の

小
段
は
少
な
く
な

っ
て
い
る
が
、

一
中
節
に
は
そ
れ
に
あ
た
る
も

の
は
な
く
、

舞
踊
曲
は

一
中
節
か
ら
は
遠

い
曲
種
と

い
え
る
。

小

段

で
は
、
小
段
か
ら
み
て
い
こ
う
。
劇
場

に
入
る
前

の
語
り
物

の
小
段
構
成
は
、

簡
素

で
単
調
だ

っ
た
。
小
段
は
特
定

の
旋
律
型

(終
結
旋
律
型
)
で
終
わ
り
、

小
段
と
小
段

の
間

に
伴
奏
楽
器
の
間
奏
が
入
る
と

い
う
構
成
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
曲

の
は
じ
め
、
終
わ
り
、
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク
ス

(聞
か
せ
ど
こ
ろ
)
だ

け

に
使
わ
れ
る
小
段
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

っ
き
り
と
し
た
曲

の
構
成
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

表4歌 舞伎舞踊形式

ダ
ン

ギ
レ
三ll韆

地 米

花
道

オ

キ

一
中
節
も
歌
舞
伎
に
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
出
て
お
ら

ず
、
主
な
語
り

の
場
は
座
敷
だ

っ
た
。
名
前
が

つ
け
ら

れ
て
い
る
、
す

な
わ
ち
演
奏
者

に
意
識
さ
れ
て
い
る
小

段

は
、
曲
冒
頭

の

[序
]
し
か
な

い
。
[序
]
は
明
ら

か
に
開
始

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
他

に
は
そ
う
し

た
小
段
は
な
く
全
体
的
な
構
成

は
簡
素

で
あ
る
。

し
か
し
、

一
中
節
で
は
曲

の
前
半
と
後
半

で
は
使
わ

れ
る
旋
律
型
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

(表
7
)。

つ
ま
り
、

一

曲
を
通
じ
て
繰
り
返
し
で
は
な
く
、

一
方
向
的
に
直
線
的
な
音
楽
進
行
を
持

つ

(3
)

と

い

う

こ

と

で
あ

る

。

一
方

の
常

磐

津

節

で

は
、

[
オ

キ
]

[花

道

]

[無

名

]

…

…

[
ク
ド

キ
]

[
オ

(
4
)

ド
リ
地
]
[
チ
ラ
シ
]
と

い
う
順
序

の
歌
舞
伎
舞
踊
形
式

に
だ

い
た
い
し
た
が

っ
て
お
り
、
そ
の

一
方
向
性
は
強
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
小
段
が

は
っ
き

り
し
た
特
徴
を
持

っ
て
い
る

(表
4
)。
た
だ

「関

の
扉
」
な
ど

の
語
り
曲
で

は
、
歌
舞
伎
舞
踊
形
式
で
は
説
明
で
き
な
い
、
セ
リ
フ
を
と
も
な

っ
た
語
り
の

小
段

[
コ
ト
バ
]
が

は
さ
ま
れ
て
い
る
。
小
段
は
語
り
口
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
の
で
、
語
り
口
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

表

5

一
中

節
と
常
磐
津
節

の
語

り
口

一

中

節

常
磐
津
節

一

般

的
語り口

基
本
的
語
り
口

『

基

本』

『

基

本』『オキ』『クド
キ
』

「
セ

メ

地
」

語
り
口

『

セ

メ

地』

朗
唱
的
語
り
口

『
コ

ト
バ
』

『

朗

唱』

特
殊効

果語り口

「
ウ
レ

イ
」

語
り
口

『

シ

ラ

ビ

ッ

ク

な

ウ

レ

イ
』『メリスマ的なウレイ』

「

怪
異
」

語

り
口

『
シ

ラ
ピ
ッ

ク

な

怪

異』『メリスマ的な怪異』
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語

り

口

次
に
語
り
口
だ
が
、
語
り
物
の
各
ジ

ャ
ソ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
語
り
口
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
を
持

っ
て
お
り
、
曲

の
構
成
上

つ
ま
り
進
行
上
の
要
請
を
み
た
し
た
り
、

内
容
上
の
要
請

に
応
え
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
使
わ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ぽ
、
開
始
部
や
終
結
部

に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
語
り
口
が
選
ぼ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
内
容
に
関
わ
る
も

の
は
、
進
行
上

の
要
請
を
み
た
す
も
の
ほ

ど
多
く
は
な

い
。

語
り
口
に
は
、
大
き
く
わ
け
て
、

一
般
的
な
語
り
口
と
特
殊
効
果

の
語
り
口

の
二

つ
が
あ
る

(表
5
)。
主
流

は

一
般

的
な
語
り
口
で
、
ジ

ャ
ン
ル
に
よ

っ

て
い
ろ
い
ろ
な
語
り
口
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
最
も
重
要
な
語
り
口
が
、
そ
の

ジ

ャ
ン
ル
を
特
徴
づ
け
る
主
要
な
語
り

口
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
を

『基
本
』
と

よ
ん
で
き
た
。

「
ジ
ャ
ン
ル
を
特
徴
づ
け
る
主
要
な
語
り
口
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
が
、

じ

っ
さ
い
に
は
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な

い
側
面
を
対
象
と
し
て
い
る
。

こ
の
側

面
は
は

っ
き
り
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
も
あ
り
、
演
奏
者
に
も
研
究
者

に
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
は

っ
き
り
と
名
づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
、
そ
れ
が
語
り
物

の
根
幹
を
成
す
も
の
だ

っ
た
か
ら

で
、
そ
の
必
要
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
他

の
語
り
口
と
は
ち
が

っ
て
、
流
動

的
で
柔
軟

で
あ
る
た
め
、
認
識
し
や
す

い
も

の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

一
中
節
を
は
じ
め
豊
後
系
浄
瑠
璃

に
共
通
す
る

『基
本
』

の
語
り

口

の
特

徴

は

、

ざ

っ
と
次

の
よ

う

に

ま

と

め
ら

れ

る

。

ま

ず

、

構

造

が

ゆ

る

や

か

で
あ

る
。

基

本

的

な
単

位

は
、

テ

ク

ス

ト

の

七
音

節

プ

ラ

ス
五
音

節

か
ら

な

る

一
行

で
あ

り

、

七

音

節

と

五

音

節

は

そ

れ

ぞ

れ

フ

レ

ー
ズ

を

も

つ
。

す

な

わ

ち

一
行

は

二

つ

の

フ

レ
ー

ズ

で

で
き

て

い

る
が

、

行

の
数

は
不

特

定

で
、

短

く

て

も

長

く

て

も

よ

い
。

声

の

パ

ー

ト

は
、

幅

が

広

く

、

メ

リ

ス

マ
的

な

も

の

か

ら

シ

ラ
ビ

ッ
ク

な

も

の

ま

で

あ

る

。

三

味

線

の

パ

ー

ト

も

同

じ

よ
う

に

、

ほ
と

ん

ど
無

伴

奏

の
部

分

か
ら

、

撥

数

の
多

い
部

分

ま

で
あ

る
。

リ
ズ

ム

は

、

声

の

パ

ー

ト

で

は
、

ほ

と

ん
ど

拍

が

な

い
が

、

三
味

線

の

パ

ー

ト

の
拍

は

は

っ
き

り

し

て

い
る

点

が

特

徴

的

で
あ

る

。

三

味

線

の
調

子

は
、

三

味

線

を

伴

奏

と

す

る

語

り

も

の

す

べ

て

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

に
本

調

子

(日
○
詳
凶けm

H
Φ
㊤
①
)

で
あ

る
。

さ

て
、

一
中

節

に

は
、

『
基

本

』

と

『
コ
ト
バ

』

の

二

つ

の
語

り

口
が

あ

る

。

中

心

的

な

語

り

口

は

『
基

本

』

で
あ

る
。

で

は

、

そ

こ

に

ど

ん
な

旋

律

型

が

使

わ

れ

て

い

る

か

と

い
う

と

、

〈
地

〉
類

の
旋

律

型

の

ま

と

ま

り

が

み

ら

れ

る
。

な

か

で
も

中

心

的

な

も

の
が

、

〈
地

A

V

+

〈
地

B

>

+

〈
地

C

>

と

い
う

三

つ

の
旋

律

型

の

つ
な

が

り

で
、

曲

の
前

半

に

は
何

度

も

で

て
く

る

(表

7
)
。

〈
地

A

V

は
曲
豆
後

系

浄

瑠

璃

に

つ
い

て

の
多

く

の
文

献

で

「
地

節

」

と

よ

ぼ

れ

て

い

る

も

の

に

対

応

し
、

b

(
シ
)

を

中

心

音

と

し

、

三

味

線

は

a

(
ラ
)

と

b

(
シ
)

を

反

復

し

て
よ

く

目

立

つ
。

〈
地

B

>

は

e

(
ミ
)
を

、

〈
地

C

>

は
f

(
フ

ァ
)

を

そ

れ

ぞ

れ
中

心

音

と

す

る

も

の

で
あ

る

。

ほ

か

に

『
コ
ト
バ

』

と

い
う

語

り

口
が

あ

る
。

朗

誦

的

で

あ

っ
て
、

『
基

本

』
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一中節から常磐津節へ

よ
り
旋
律
的
で
は
な
く
な
る
が
、
旋
律
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
も

か
な
ら
ず
し
も

セ
リ
フ
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け

で
独
立
し
た
小
段
を

つ
く
る
。

一
中
節
の
語
り
口
に
つ
い
て
か
ん
た
ん

に
い
え
ば
、
『基
本
』
と

『
コ
ト
バ
』

と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
語
り
の
構
成
は

単
調

に
な
り
が
ち
だ
が
、

一
中
節
以
外

の
歌
な
ど

の
引
用
を
し
ば
し
ば
お
こ
な

う
こ
と
に
よ

っ
て
、
変
化
や
彩
り
を

つ
け

て
い
る
。

一
方

の
常
磐
津
節

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
語

り

口
が
あ
る

(表
5
)。
そ

の
な
か

で
重
要
な
も

の
は

『基
本
』
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

一
中
節

の

『基
本
』
を
構
成

し
た
〈
地
A
>
、
〈
地
B
>
、

〈
地
C
>
、
〈
地
G
>
を
受
け
継
い
で
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
つ
な
が
り
は
弱
く
な

っ
て
い
る
。

『
オ
キ
』

は

一
中
節

の

『基
本
』
と
よ
く
似
て
お
り
、

〈
地
A
V
、

〈
地
B
V
、

(5

)

〈
地
C
V
に
相
当
す
る
く
ナ
ガ
地

V
類
三

つ
の
旋
律
型

(表
6
参
照
)
が

こ
の

順

で
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が

っ
た
も

の
が

み
ら
れ
る
。
『
オ
キ
』
で
は
い
ち
お
う

中
心
的
な
地
位
を
占

め
る
と
い
っ
て
よ
い
。
常
磐
津
節

の
小
段

[ナ
キ
]
は
こ

の
つ
な
が
り
で
始
ま
り

(表
8
)、
〈
地

A
>
+
〈
地
B
>
+
〈
地
C
V
で
始

ま
る

一
中
節

の

「序
」
と
ひ
じ
ょ
う
に
よ
く
似
て
い
る
。
ふ
つ
う
曲
の
前
半

に

つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
、

一
中
節
ほ
ど
緊
密
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
つ
か
わ
れ
る
が
、
そ

の
場
所

は
三

つ
の
基
本
的
な
語
り

口
に
限
ら
れ
て
い
る
。

常
磐
津
節

の
基
本
的
な
語
り
口
の
三

つ
目
は

『
ク
ド
キ
』

で
、
[
ク
ド
キ
]

の
小
段

に
使
わ
れ
る
。
こ
の
小
段

の
性
格
は
、
詞
章

の
内
容
と
し
て
は
恋

の
苦

し
さ
を
う

っ
た
え
る
色
模
様
、
音
楽
的

に
は
高

い
f

(フ
ァ
)
を
中
心
と
し
、

さ
ら
に
高
い
音
域

に
の
び
る
旋
律
型
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

一
中
節
で

も

[
ク
ド
キ
]
を
思
わ
せ
る
小
段
は
よ
く
あ
り
、
そ
の
芽
生
え
と
い
っ
て
い
い

か
も
し
れ
な

い
が
、
常
磐
津
節
で
は

[
ク
ド
キ
凵
は
明
確
に
発
達
し
、
い
く
つ

か
の
小
小
段
に
よ

っ
て
複
雑

に
構
成
さ
れ
て
、
『
オ
キ
』
な
ど
と
は
は

っ
き
り

と
違

っ
た
性
格
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
特
徴
を
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
る
と
、

ま
ず
な
に
よ
り
も
〈
オ
ト
シ
〉
と
か
〈
カ
ン
〉
と
い
っ
た

『
ク
ド
キ
』
特
有

の

旋
律
型
を
も

つ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
終
わ
り
に
む
か
う
特
殊
効
果
の

語
り
口
、

シ
ラ
ビ

ッ
ク
と
メ
リ
ス
マ
的
な
二
つ
の

『
ウ
レ
イ
』
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
全
体
的
な
高
音
域
が
目
立

っ
て
い
る
。

常
磐
津
節

に
は

『基
本
』
と
は
ま

っ
た
く
対
照
的

な

『
セ
メ
地
』
が
あ

る

(譜
例
1
)。
『基
本
』
は
ま
え
に
述

べ
た
よ
う
に
長
さ
が
決

ま

っ
て
お
ら
ず
、

旋
律
型
を
含
む
が

そ
の
割
合
は
小
さ
く
、
常
套
性
は
う
す

い
の
に
た

い
し
、

『
セ
メ
地
』
は
長
さ
も
ほ
ぼ

一
定
し
、
全
体
が
旋
律
型

の
み
で
緊
密

に
構
成
さ

れ
て
お
り
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
常
套
性
が
強

い
。
こ
う
し
た
性
格
を
も

つ

『
セ
メ

地
』
に
よ
り
、
常
磐
津
節

の
音
楽
的
表
現
力
は
高
ま
り
多
様
に
な

っ
た
。

歌
舞
伎
舞
踊
で
は
、
華
や
か
に
踊
り
手
を
引
き
立

て
舞
台
を
し
め
る
小
段
を

経

て
、
そ
れ
が

[ダ

ン
ギ
レ
]

へ
と

つ
な
が

っ
て
、
終
わ
る
と
い
う
形
式
を
取

る
。
そ
の
小
段
が
、

一
つ
の
簡
潔
な

『
セ
メ
地
』

で
で
き
た

[
チ
ラ
シ
]

で
あ

る
。
『
セ
メ
地
』
が
緊
密
な
構
成
を
も

つ
も
の

へ
と
発
展
す
る
こ
と

に
よ
り
、
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こ
の

[
チ
ラ
シ
]
が
確
立
し
た
と
い
え
る
。
長

い
語
り
曲

や
祝
儀
曲

で
は
、

[
チ
ラ
シ
]
は
複
数
の

『
セ
メ
地
』
か
ら

で
き
て
お
り
、
長

い
も

の
と
な
る
。

表
8
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
い
語

り
曲
な
ど
で
は

[
チ
ラ
シ
]
以
外
の

小
段

で
も
、
『
セ
メ
地
』
は
細

か
い
動
作

を
補
足
説
明
す
る
ト
書
き
的
な
詞
章

や
、
テ
ン
ポ
の
は
や
い
、
あ
る
い
は
緊
張
感
や
切
迫
感
を
持

っ
た
語
り
の
部
分

な
ど
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

常
磐
津
節

の

『
セ
メ
地
』
に
近

い
も
の
を

一
中
節
に
探
す
と
、
〈
地
E
V
と

い
う
旋
律
型
が
見

つ
か
る
。
明
確
な
構
造

は
も
た
な
い
が
、
曲

の
終
わ
り
の
方

に
使
わ
れ

(表
6
参
照
)、
リ
ズ

ム
も

一
部

共
通
し
て
い
る
の
で
、
『
セ
メ
地
』

の
芽
生
え
と
も
見
ら
れ
る
。
"た
だ
し
、
大
薩
摩
節

の
語
り
口
は
、

シ
ラ
ビ

ッ
ク

な
発
声
、
イ

ロ
コ
ト
バ

の
使
用
、

シ
ン
コ
ペ
ー
ト
し
た
リ
ズ

ム
な
ど
浄
瑠
璃

に

お
け
る

「硬

い
」
語
り
口
の
特
徴
を
、
常

磐
津
節

の

『
セ
メ
地
』
と
共
有
す
る

な
ど
、
ひ
じ
ょ
う
に
よ
く
似

て
い
る
点
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
中
節

の

く
地
E
V
が

『
セ
メ
地
』
と

つ
な
が

っ
た
と
い
う
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な

い
が
、

お
そ
ら
く
常
磐
津
節
の

『
セ
メ
地
』
は
、
大
薩
摩
節

の

「硬
い
」
曲

に
影
響
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
中
節

で
は
、
『
コ
ト
バ
』
は
セ
リ
フ
で
は
な
く
、
地

の
文

の
中

で
朗
誦
的

な
旋
律
を

つ
け

て
語
ら
れ
た
が
、
常
磐
津
節

の

[
コ
ト
バ
]
は
セ
リ
フ
と
な

っ

て
お
り
、
演
劇
性
を
強
め
た
。
[
コ
ト
バ
]
は
語
り
曲
で
は
欠
か
す
こ
と

の
で

き
な
い
、
語
り

の
構
成
単
位
と
な
り
、
三
味
線

の
あ
し
ら
い
も

つ
く
よ
う
に
な

っ
た
。

旋

律

型

最
後

に
旋
律
型

に
つ
い
て
も
み
て
み
よ
う

(表
8
)。
旋
律
型

の
概
念
だ
け

で
は
、

一
中
節
と
常
磐
津
節

の
分
析
比
較
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
だ

い
た
い
は
語
り
口
の
と
こ
ろ
で
述

べ
た
が
、

一
中
節
か
ら
常
磐
津
節

に
そ
の
ま

ま
受
け
継
が
れ
た
も

の
、
受
け
継
が
れ
た
あ
と
で
変
化
し
た
も
の
、
常
磐
津
節

で
新
た
に
生
ま
れ
た
も
の
、
受
げ
継
が
れ
な
か

っ
た
も

の
に
つ
い
て
、
み
て
ゆ

く
こ
と
に
し
よ
う
。

常
磐
津
節

の
旋
律
型
は
大
体
が
先
行
芸
、
と
り
わ
け

一
中
節

か
ら
受
け
継

い

だ
も
の
で
あ

る
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
受
け
継

い
だ
も

の
は
、

一
中
節
で

『基
本
』
を
か
た
ち
つ
く
る
く
地
A
V
〈
地
B
V
〈
地
C
>
で
あ
る
。

常
磐
津
節
で
も
、
基
本
的
な
語
り
口
の
も
と
と
な

っ
た
。

変
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず

〈
カ
ソ
〉
が
あ
る
。

一
中
節

で
は
〈
カ
ン

カ
カ
リ
〉
だ

っ
た
が
、
常
般
石津
節
で
は
精
緻

に
な
り
、
『
ク
ド
キ
』
で
つ
か
わ

れ
、
音
楽
的
表
現

の
焦
点

つ
ま
り
聞
か
せ
ど

こ
ろ
と
な

っ
た
。
『
ク
ド
キ
』
は

も
と
も
と
聞
か
せ
ど
こ
ろ
の
小
段
で
あ
り
、
ほ
か
に
く
オ
ト
シ
V
が

つ
か
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
心
中
を
あ
お
る
ほ
ど
艶

っ
ぼ
か

っ
た
豊
後
節

で
工
夫
さ

れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
〈
地
A
>
は
豊
後
系
浄
瑠
璃
に
共

通
し
、
ほ
と
ん
ど

[
オ
キ
]

に
し
か
つ
か
わ
れ
な

い
。

同
じ
変
化
で
も
、
機
能

の
変
化
を
と
げ
た
も
の
に
〈
ス
エ
テ
〉
が
あ
る
。

一

中
節
で
は

一
般

の
小
段
を
終
わ
ら
せ
る
も

の
で
、
内
容

に
は
か
か
わ
り
が
な
か
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表
6

一
中
節
と
常
磐
津
節
の
旋
律
型
の
対
応
関
係

一

中

節

常

磐

津

節

型律旋

〈

地
A
>
b

(
シ
)

を

中
心音とする

文
献
で
「
地
節」

と
よ
ぼ
れ
る

〈

地
B
>
e

(
ミ
)

を

中
心音とする

e

(
ミ
)

を

中

心

音
と

す

る

く

ナ

ガ地Vさらに精巧になったもの

〈

地
C
>

f

(
フ
ァ
)

を

中心音とする

f

(
フ
ァ
)

を
中

心

音
と

す
る
く

ナ

ガ地V

そ
の

他
〈

地
D
>

〈

地
E
>しかしはっきり性格を持たず、分析が困難

〈

地
E
V

は

『
セ

メ

地
』

の

芽
生

え
P

〈

地
G
>

C
(
ド
)

を

中
心

音
と

す
る
く
ナ

ガ

地
V

〈

地
H
>

f

(
フ
ァ
)

#
を

中
心

音
と

す
る
〈

ナガ地〉常磐津節では転調が盛んなためよく使われる

〈

カ

ソ

カ

カ

リ

〉

〈
カ
ン

>
b
(
シ
)

を中

心音

と

す
る
く
ナガ地V、『クドキ』の重要な要素

型結終

型結終曲

〈

オ

ク

リ

〉

な

し

〈
三
重
〉半中物に

一

例
の
み

〈
ヒ

キ
ト

リ
三

重
V清元節ではくイキ

オ

イ
三

重
V

〈

ト

メ

前
〉

↓
〈

三

段

流シV↓〈ダンギレV

〈島
剛
ダ
ソ

ギ
レ

〉

↓
〈

ダ
ン

ギ
レ

〉

型結終段小

〈
ス
エ

節
V

〈

ウ
レ

イ

オ

ト

シ

V

〈

節

落
チ
〉

〈
二
段
流
シ
の
変
化
〉

〈

ス

エ

テ

〉

〈
[
オ

キ]

終

結
型
〉

な
し

〈
豊
後
風
三
流
シ
V

型結終半

〈

キ
ザ
ミ

オ

ト
シ

V特に半中作品

〈

キ
ザ
ミ

オ

ト
シ

〉譜例2

〈

地
〉

類
2

〈

オ

ト

シ

〉

(
『

ク

ド

キ
』
)

〈

ツ

キ
ユ

リ

V

〈
ユ

リ

〉

など〈ユリ〉の類

な
し

な
し

〈
『
セ

メ

地』

半

終結

型
〉

っ
た
が
、
常
磐
津
節
で
も
小
段
を
終
結
さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
保
持

し
て
い
る

が
、
泣
く
場
面

の
小
段
に
か
ぎ

っ
て
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、

〈
地
E
V
は
、
常
磐
津
節

で

『
セ
メ
地
』
と
い
う
語
り
口
に
発
展
し
た
。

そ
れ
か
ら
、

一
中
節

に
は
な
く
常
磐
津
節

で
生
ま
れ
た
も
の
に
、
〈
『
セ
メ

地
』
半
終
結
型
〉
が
あ
る
。
こ
れ
は

『
セ
メ
地
』
が
発
展
し
た
た
め
に
、
必
要

と
さ
れ
て
で
き
た
も

の
で
あ
る
。

受
け
継
が
れ
な
か

っ
た
旋
律
型
も
多

い
。
た
と
え
ぽ
、

〈
ユ
リ
V
類
と
〈
オ

ク
リ
〉
は
、
受
け
継
が
れ
て
い
な

い
。

「椀
久
道
行
」
と

「
関
の
扉
」
下
の
巻

の
比
較

一
中
節
と
常
磐
津
節

に
つ
い
て
は
、
曲
種
、
小
段
、
旋
律
型
に
つ
い
て
そ
の

異
同
を
み
て
き
た
が
、
最
後

に
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
作
品
、
「椀
久
道
行
」

と

「関

の
扉
」
下

の
巻
を
ざ

っ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
構
造
図
表
7
、
表
と
歌

詞
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「椀
久
道
行
」
は
初
世
都

一
中

の
手
に
な
る
代
表
曲

の
一
つ
で
あ
る
が
、
初
演

年
次
は
未
詳

で
あ

る
。
「関

の
扉
」
下

の
巻

は
、
天
明
四
年

(
一
七
八
四
)
に

初
演
さ
れ
、
現
存
曲
の
中
で
も
古

い
語
り
曲
の

一
つ
と
し
て
よ
く
演
奏
さ
れ
て

い
る
。

一
中
節

に
は
な

い

「硬

い
」
語
り
口
を
含
む
も

の
で
、
比
較

に
は
適
当

と
考
え
る
。
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椀
久
道
行

(わ
ん
き
ゅ
う
み
ち
ゆ
き
)

1

(
二
上

リ
歌

)

た

ど

り

ゆ

く

今

は

心

も

、

み

だ

れ

候

末

の
松

山

、

思

ひ

の
た

ね

よ

い

つ

の
頃

よ
り

、

あ

ひ

な

れ

そ

め

て

通

ふ
心

を

、

か

は

い
と

思

へ

さ

り

と

は

さ

り

と

は

、

し

の
ぼ

か

の

は

て
、

ど

う

も

せ

い

こ
れ

こ

れ

こ
れ

、

う

け

た

と

な

あ

の

や
、

椀

久

は

こ

れ

さ

、

こ

れ

さ

つ
づ

み

の
か

は

か

の
、

ほ

ん
え

し

ん
ぞ

此

身

は
、

こ

れ

さ

こ
れ

さ
、

う

ち

こ

ん

だ

と

か
く

恋

ち

の
、

ぬ

れ

ご

ろ

も

2

(地

ナ

ヲ
ス
)

ほ
さ

ぬ

な

み

だ

の
、

露

し
ぼ

り

(
ハ
ル
)

く

ち

な

ぽ

袖

よ
、

今

の
身

は

せ

い
し

が

の
べ

の
、

思

ひ

ぐ

さ

3

(上

)
む

ぐ

ら

の

(
ス
カ

ス
)

や

ど

に
、

た

ゴ
ひ

と

り

(ウ
)

と

こ

は

な

れ

ゆ

く

、

(本

ツ
キ

ユ
リ
)

あ

か

つ
き

の

(
地
)

そ

の
き

ぬ
ぎ

ぬ

の
面

影

を

(
コ

ハ
リ
)

と

へ
ど

答

へ
ず

、

し

よ

ん
ぽ

り

と

(
ス

エ
フ

シ
)

昨

日

は
今

日

の
、

昔

に

て

4

(謡
)

法

師

々

々

は
、

木

の
は

し

と

思

ふ

は

や

ぼ

か
、

わ

け

し

ら

ぬ

心

の
花

の
、

か

ほ

り

を

ば

し

ら

せ

た

い
そ

や

(
コ
ト
バ

)
あ

〉
、

は

ち

は

ち

(
イ

ロ

コ
ト
バ

)
此

十

徳

も

、

す

ぎ

し

こ

ろ

ゆ

か

り
法

師

が

、

一
ふ

し

に

5

(地

)

ち

ゑ

も

器

量

も

、

身

代

も

(
ハ
ル
)

み

な

あ

は

ゆ

き

と

、

消

え

う

せ

て

か

は

せ

し

こ
と

の
、

か

は

る
と

も

は

な

れ

ま

い
そ

の

(
ノ

ル

フ
シ
)

き

み

琥

珀

我

は
ち

り

か

や

(替

ツ
キ

ュ
リ
)

身

に

つ
も

る

(地
)

心

の
あ

く

た

、

む

ね

に

み
ち

(
コ

ハ
リ
)

そ

れ

が

こ

う

じ

た
、

物

狂

ひ

6

(歌

ガ

・
リ
)

と

て
も

ぬ

れ

た

る

や

(や

ん
や
あ

〉
)
身

な

れ

ど

も

(下

ハ
ヅ

ミ
ブ

シ
)

一
村

雨

を

、

い

と

は

じ

と
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(地

)
立

ち

よ

る
軒

の
、

こ
す

の
戸

に

(
ハ
ル
)

き

む

く

ひ

む

く

の
、

そ

ら

だ

き

の

も

れ

て
見

え

し

は

、

(
ウ
ク
)
右

人

か

(色

七

ッ

ユ
リ
)

い
ろ

で
ま

う

め

し

、

よ

る

の

つ
ま

7

(
太
夫
、

ハ
ル
、

ハ
チ
タ

・
キ
)

堀

江

の
文

の
、

た

よ

り

さ

へ

(
ワ
キ

ハ
ル
)

は

し

が

な

け

れ

ば

、

渡

ら

れ

ぬ

(太
夫

)

こ

ひ

の

(
ハ
ル
)

ね
が

ひ

も

、

あ

み

だ

ば

し

(
ワ
キ
)

う

き

な

が

(太
夫

)

ほ

り

も

、

(
二
人
)

わ

ざ

く

れ

と

ぬ

れ

て
通

ふ

か
、

い
た

ち

ぽ

り

(
ワ
キ
上
)

と

を

つ
そ

ら

な

る
、

さ

つ
ま

ぼ

り

(太
夫

上
)

こ

ひ

し

ゆ

か

し

き

、

わ
が

つ
ま

の

(
ワ
キ
)
ゆ

く

へ
を

(太
夫

)

と

へ
ど

、

(
二
人
)

あ

は
ざ

ぼ

り

ざ

こ
ぼ

あ

ぢ

川

、

(
フ
シ
)

ふ

く

し

ま

を

8

(地

)
迷

ひ

ゆ

け

ど

も

、

ま

つ
山

に

(
ハ
ル
)
似

た

る

人

な

き

、

う

き

世

ぞ

と

(色

カ

ン
)

泣

い

つ
笑

ふ

つ
、

狂

乱

の

(
ハ
ル
)
身

の

は

て
な

に

と
、

あ

さ

ま

し

や

と

芝

を

し

と

ね

に
、

ふ

し
け

る

は

(
ナ
キ
ブ

シ
)

め
も

あ

て
ら

れ

ぬ
、

風

情

な

り
。

(高
野
辰
之
編

『日
本
歌
謡
集
成

巻
十

近
世
編
』
東
京
堂
出
版
、

一
九
八
八

表
7

年

よ
り
。
句

点

は
最

終
行

を
除

い

て
省
き

、
読

点

を

つ
け

て
、

一
行

が

七

・
五

音

節

に
な
る

よ
う

に
改
行

し
た
。

原

文

に
あ

る

「引

」

は
伸

ば

す

と

い
う
指

示

だ
が

、
分
析

に
は
関
係

が

な

い

の
で
、

こ
れ

も
省

い
た
。

な

お
、
文

中

カ

ッ

コ

内

に
記
さ

れ

た
旋

律
型

の
名

称

は
分

析

で
用

い
た

も

の
と
異

な

る
。

次

に
引

用

す

る

「
関

の
扉
」

に

つ
い
て
も

同
じ
)

一
中
節

「椀
久
道
行
」
構
造
図

小

段

語

り

口

旋
律
型

そ
の
他説

明

終

結

型

1

[

序]

引
用
(

歌
・

二

上
リ
)

二

の

糸
〈

流
シ

〉

2

『
基

本』

〈

地
A
>

〈

地
B
>

〈

地
C
>

〈

地
G
>

三
の

糸
〈

流
シ
〉

3

『
基

本』

〈
ハ

ル

ギ

ソ

ガ

ワ

リ

〉

〈

ホ

ン

ツ

キ
ユ

リ

〉

〈

ス
エ

テ

〉

4

『
コ

ト
バ
』

〈

謡
V

〈

コ

ト

バ

〉

〈

イ
ロ

コ

ト

バ

〉

〈

ス
エ

テ

〉

5

『

基

本』

〈

地
A

>

〈

地
B

V

〈

地
C

>

〈

ス

エ

テ

〉

6

引
用

(

歌)

〈

イ
ロ

七

ッ

ユ

リ

〉

7

『
基

本
』

〈
ハ

チ

タ

タ

キ

〉

〈

フ

シ

オ

ト

シ

〉

8

『
基

本
』

〈

地
E

>

〈

地
E

>

〈

地
C
V〈地E>

〈

ト
メ

前
v
〈

三

段

流シV

〈

ト

メ

V
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関

の
扉

(積
恋
雪
関
扉
つ
も
る
こ
い
ゆ
き
の
せ
き
の
と
)
(下
)

、

[前
オ
ギ
]

今
宵
も
既

に

2

[オ
キ
]

ふ

し

降
り
頻
き

る
は

か
ぜ

雪

の
翼

の
、
羽
風
を
も

音
静
や
か
に
、
更
け
て
ゆ
く

ま
さ
に
先
帝
御
な
き
跡
を

と

こ

や

吊

い
奉

る
、
後
夜

の
読
経

な
を
も
回
向
を
、
忘
れ
も
や
ら
ず

じ
ゆ

や
す
さ
だ

誦
す
る
も
弟
安
貞
と

ば
か

た

む
け
ぐ
さ

心
許
り
の
、
手
向
草

宗
貞
袖
を
取
出
だ
し

3

[
コ
ト
バ
]

オ
オ
さ
り
な
が
ら
、
血
汐

に
染

み
し
こ

の
片
袖
、
身
に
添
え
持
た
ば
先
帝

へ

こ
と

の
恐

れ

あ

り
。

如

何

は

せ

ん

。

オ

オ
、

幸

い
な

る
箏

の
下

4

[
語

り
]

こ
と箏

の
下
樋

へ
、
押
し
隠
す

そ
の
間
に
奥

の
、

一
間
よ
り

5

[語
り
]

一
杯
機
嫌

で
、
関
守
は

銚
子
盃
、
携
え
て

い

足

も

ひ

ょ
ろ

ひ

ょ

ろ
、

歩

み
出

で

6

[
コ
ト

バ

]

エ
イ

、

世

の
中

に
酒

程

の
楽

し

み

は

ね

え

の

7

[語

り

]

寝

ぬ

は
損

だ

、

ば

さ

ら

ん
だ

8

[
ウ

タ
]

あ

れ

は

さ

の
え

い
、

こ
れ

は

さ

の
え

い

や

と
、

恋

の
淵

も

し
も

は

ま

る
気

で

、

四

つ
紅

葉

9

[
コ
ト
バ

]

(
省
略

)

10

[
ウ

タ
]

(
マ
ン
ザ
イ
)

目

出

度

、

目

出

度

の
、

若

松

様

よ

枝

も

栄

え

て
、

葉

も

茂

る

お
目

出

度

や
、

千

代

の
子

、

お

目

出

度

や

千

秋

万

歳

、

万
歳

、

万

歳

、

万

万

歳

、

ハ
ア
、

ハ
ア
、

ハ
ア

ー1

[
語

り

凵

い
ざ

さ

せ
給

え

と

、

押

し

や

ら

れ

始

終

を

胸

に
、

宗

貞

は

心
残

し

て
、

奥

へ
入

る

跡

は
手

酌

の
、

一
人

酒
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12

[
コ
ト

バ

]

さ
ぞ

ア

ア
嘸

、

今

頃

は
、

13

[
語

り

(
ウ
タ
P
)
]

し
げ

れ

松

山

、

14

[
コ
ト
バ

]

エ
イ

ア
、

え

い
気

味

だ

ぞ

、

こ
り

ゃ
命

を
掻

き

む

し

る

わ

エ
、

ど

れ

、

も

う

一
杯

、

酒

に
う

つ
ろ

う

15

[
語

り

]

星

の
影

16

[
コ
ト

バ

]

(
三
味
線

の

ア
シ
ラ
イ

+
囃

子
)

ハ
テ
、

心

得

ぬ
、

こ

の
盃

中

に
鎮

星

の
き

ら

め

く

影

は
寅

の

一
天

、

今

月

今

き

ご

ま

き

宵
、
三
百
年

に
あ
ま
る
こ
の
桜
を
伐

っ
て
護
摩
木
と
な
し
、
班
足
太
子
の
塚

だ
い
が
ん
じ
よ
う
じ
ゆ

の
神

を

ま

つ

る
と

き

は
、

大

願

成

就

心

の
ま

ま

、

あ

あ

あ

ら

、

嬉

し

い
や

、

喜

ば

し

い

や

、

こ

の
斧

を

も

っ
て

た

ち

ど

こ

ろ

に
、

ど

お

れ

17

[
語

り
]

か

し

こ

の
石

に
、

斧

の
刃

を
と

押

し

当

て
、

押

し

当

て
、

磨

ぎ

立

つ
る

(
三
味
線

の
合

方

+
囃

子
)

18

[語

り

]

音

は

そ

う

そ

う

、

と

う

と

う

と

闇

を

照

ら

せ

る
、

金

色

は

玉
散
る
ば

か
り
、
物
凄
き

19

[
コ
ト
パ
]

こ
の
斧

の
刃
を
試
む
る
は
幸
い
な
る
こ
の
箏
、

ハ
テ
、
心
得
ぬ
、
こ
の
片
袖

を
手
に
取
れ
ば
、
我
が
懐
中

の
勘
合

の
印
、
桜

の
梢

に
飛
び
去
り
し
は
、

い

よ
い
よ
怪
し
き

こ
の
桜
木

20

[語
り
]

ま
ぼ
ろ
し
か

深
雪

に
積
も
る
、
桜
影

げ実
に
あ
し
た
に
は
、
雲
と
な
り

す
み
ぞ
め

墨
染
が
立
ち
姿

21

[ウ
タ
]
(二
上
リ
)

仇
し
仇
な
る
、
名
に
こ
そ
立

つ
れ

花
の
つ
ぼ
み
の
、

い
と
け
な
き

(三
味
線
の
合
方
+
囃
子
)

22

[語
り
]
・
[
ク
ド
キ
P
]

か
む
う
だ
ち
か
ら
、
廓

の
里

へ

根
こ
じ
て
植
え
て
、
春
毎

に

盛
り
の
色
を
、
山
風
が

来
て
は
寝

よ
と
の
、
か
ね
ご
と
も

う
た
か
た

泊
ま
り
定

め
ぬ
、
泡
沫
の

水
に
散
り
し
く
、
流
れ
の
身

67



(囃

子
)

23

[
コ
ト

バ

凵

「
ヤ

ア
、

い
ず

く

と

も

な

く

見

慣

れ

ぬ
女

、

こ

の
山

蔭

の
関

の
扉

へ
は
、

何

時

の
間

に
ど

こ

か

ら

来

た

の
だ

」

し
ゆ
も
く
ま
ち

「
ア
イ
、
私
や
ア
ノ
撞
木
町
か
ら
来
や
ん
し
た
」

「
ム
、
何
し
に
来
た
」

「逢

い
た
さ
に
」

「
ソ
リ
ャ
た
れ
に
」

「
こ
な
さ
ん
に
」

「何
お
れ
に
、
そ
り
ゃ
な
ぜ
」

「色

に
な

っ
て
下
さ
ん
せ
」

「
工
何
が
ど
う
し
た
と
」

「
サ
ア
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
が
ら
、
私

や
見
ぬ
恋
に
あ
こ
が
れ
て
、
雪
を
も

厭
わ
ず
遥
々
と
、
こ
こ
ま
で
来
た
ほ
ど

に
、
ど
う
ぞ
色

よ
い
返
事
を
し
て
下

さ
ん
せ
」

「
こ
り
ゃ
あ
り
が
て
え
、
と
言

い
て
え
が
、
ど
う
も
合
点
が
行

か
ぬ
わ

エ
」

「
お
前
も
ナ
ア
疑

い
ぶ
か
い
、
そ
こ
が
歌
に
も
云
え
る
、
桜
咲
く
、
桜

の
山

の
桜
花
、
咲
く
桜
あ
り
、
散
る
桜
あ
り
、
思
い
く

の
、
人
心
じ
ゃ
わ
い
な

ア
」「そ

う
聞
け
ば
あ
り
そ
う
な
こ
と
、
時

に
太
夫
さ
ん
、
お
前

の
名
は

エ
」

「墨
染
と
云
い
や
ん
す
」

「何
、
墨
染
、
あ
の
桜

の
名
も
元
は
墨
染
」

「
エ

エ
」

「
ハ
テ
、
え
え
お
名

で
ご
ざ
ん
す
の
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

つ
い
に
お
れ
は

マ
ァ
廓
通
い
を
し
た
こ
と
が
ね
え
が
、
そ
の
廓

の
か
け
ひ
き
、
馴
染
み
の
し

こ
な
し
貯
だ
獲

い
・
実
と
嘘
と
の
手
管

の
諸
分
け
、
裏
茶
屋
澄
驚
り
の
魂
胆

ま
で
」

「そ
ん
な
ら
こ
こ
で

マ
話
そ
か

エ
」

(三
味
線
合
方

「
ス
ガ
ガ
キ
」)

24

[ウ
タ
]
(投
げ
節
)

行
く
も
帰
る
も
、
忍

の
乱
れ

限
り
知
ら
れ
ぬ
、
我
が
思
い

さ
と

月
夜
も
闇
も
、
こ
の
廓

へ

忍
び
頭
巾
で
、
格
子
先

行
き

つ
戻
り
つ
、
立
ち
つ
く
す

25

[語
り
]

向
こ
う

へ
照
ら
す
、
提
灯
の

紋
は
菊
蝶
、
丁
度
よ
い

首
尾
と
思

へ
ど
、
遣
り
手
が
見

る
目

「待

っ
た
そ
や
」

「
オ
オ
よ
う
来
な
ん
し
た
、
逢
い
た
か

っ
た
も
」

目
で
知
ら
せ
、
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暖

簾

く

ぐ

り

て
、

入

る
あ

と

を

残

り

多

げ

に
、

差

し
覗

き

「
ア

ア

さ

て

、

待

た

せ

る

ぞ

、

待

た

せ

る

ぞ

」

と

一
人

呟

く

、

ほ

ど

も

な

く

ま

が

き

の
内

よ

り

、

小

手

招

き

ふ

わ

っ
と
着

せ

た

る
、

う

ち

か
け

の

裾

に
隠

れ

て

、

長

廊

下

毒

蛇

の

口

を

、

逃

れ

し

心

地

ほ

っ
と

一
息

、

つ
く

鐘

も

引

け

四

つ
過

ぎ

て
、

寝

屋

の
内

26

[
コ
ト

バ

]

ま

だ

こ

の
移

り

香

の
覚

め

ぬ

の

は
、

さ

っ
き

帰

っ
た

客

で

も

よ

も

や

あ

る

め

え

か
、

こ

り

ゃ

ほ

か

に

で
き

た

わ

エ
、

ど

こ

の
ど

い

つ
か
知

ら

ね

ど

も

、

お

年

が

若

う

て
、

え

え

男

で
、

き

ゃ
ら

(り
・お
金
)

も

た

ん

と

御

所

持

な

さ

れ

た

色

男

様

と

、

し

っ
ぽ

り

と

お
契

り

な

さ

れ

た

で
ご

ざ

り

ま

し

ょ
う

の
、

エ

エ
腹

が

立

つ
」

「
ホ

ホ

ホ

ホ

ホ
、

コ
リ

ャ

お

か

し

い
、

覚

え

も

な

い

こ

と
言

い

か
け

て
、

口

舌

の
種

に

さ

ん
す

の
か

エ
、

エ

エ
も

う

憎

ら

し

い
」

「
ア

イ

タ

、

ア

イ

タ
、

ア
イ

タ
、

タ

、

タ
、

タ
、

エ

エ
痛

い
わ

い
、

ア

ア

こ

ん
な

所

に

い
よ

う

よ

り

、

ど

り

ゃ
帰

り

ま

し

ょ
う

、

帰

り

ま

し

ょ
う

」

「
ア

こ

れ

待

っ
た
」

27

[
語

り
]

ふ

る
さ
と

い

の
う

や

れ

、

我

が

故

郷

へ
、

帰

ろ

や

れ

(三
味

線

の
合
方

)

28

[
コ
ト

バ

]

「
キ

ャ

ア
」

「
ヤ

ア

そ

な

た

は
何

を

泣

く

の
じ

ゃ

」

「
サ

ア

こ

れ

は
、

オ

オ

そ

れ

ぞ

れ

、

こ

の
片

袖

は

よ

そ

の
女

中

さ

ん

か
ら

書

い

て

よ

こ

さ

し

ゃ

ん

し

た

起

請

じ

ゃ

の
」

「
い
や

、

そ

れ

は
片

袖

だ

」

「
イ

ェ
、

イ

エ
、

起

請

で
ご

ざ

ん

し

ょ
う

」

「
オ
、

な
、

な

る

ほ

ど

、

起

請

じ

ゃ
」

「
デ

ェ

エ
お
亠則
は

な

ア
」

29

[
ク

ド

キ

]

マ
こ
れ

こ

の

よ
う

に
、

始

め

か
ら

起

請

誓

紙

を

、

取

り
交

わ

し

深

い

お
方

が

、

あ

り

な

が

ら

隠

し

て

お

い

て
、

又

わ

し

に

色

で
逢

う

と

は
、

よ

う

も

よ
う

だ

ま

さ

ん

し

た
が

、

エ

ェ
憎

ら

し

い

そ

う

と
も

知

ら

ず

、

慕

い
来

て

見

れ

ば

は

か

な

や

、

片

袖

の

69



譜例1

『セメ地』

〈二段 流 シの変 化 〉

譜例2

「関の扉 」20〈 キザミオ トシ 〉



譜例3

「関の扉 」29〈 オ トシ 〉

〈カン〉

譜 例4

「関の扉 」35〈 イキオイ三重 〉

採 譜:時 田アリソン



血
汐

の
文
字

は
、
亡
き
跡
の

形
見
と
思
え
ば
、

い
と
ど
な
お

こ
れ
は
陵
か
し
い
、
悲
し
い
わ
い
な

30

[
コ
ト
バ
凵

「最
前
よ
り
こ
の
片
袖

に
心
を
懸
く
る
怪
し
き
女
、
様
子
を
明
か
せ
、
何
と
、

何
と
」

「
オ
オ
こ
の
片
袖
は
夫

の
血
汐
、
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
最
前
わ
が
業
通

に
て

手
に
入
れ
し
、
勘
合

の
印
を
所
持
な
す

か
ら
は
、
様
子
が
あ
ろ
う
、
本
名
明

か
せ
、
何
と
じ

ゃ
」

「
か
く
な
る
上
は
何
を
か
包
ま
ん
、
我

こ
そ
は
中
納
言
家
持
が
嫡
孫
、
天
下

を
望
む
大
伴

の
黒
主
と
は
俺
が
事
だ
わ

や
い
」

「
さ
て
こ
そ
」

「我

に
恨
み
を
な
さ
ん
と
す
る
、
そ
も
先
ず
汝
は
何
者
じ
ゃ
」

31

[語
り
]
(
ツ
ヅ
ミ
歌
)

ノ
ウ
去
り
し
恨
み
の
、
あ
れ
ぽ

こ
そ

ぎ
よ
う

そ

も

人

間

の
、

形

う

け

て

女

子

と

は
、

見

す

れ

ど

も

32

[
語

り

]

小

町

桜

の
、

精

魂

な

り

33

[
コ
ト
バ

]

し
よ
ジつ

「我
は
非
常

の
桜
木
も
人
界
の
生
を
受

く
れ
ば
七

つ
の
情
も
備
わ

っ
て
、
五

位
之
助
安
貞
殿
に
契
り
し
こ
と
も
情
け
な
や
」

34

[語
り
凵

不
慮

の
矢
傷
に
、
玉
の
緒
も

絶
ゆ
る
ば

か
り

の
、
折
り
も
折
り

御
兄
君
の
、
身
に
代
わ
り

敢
え
な
く
こ
の
世
を
、
去
り
給
う

つ
ま夫

の
形
見
の
、
片
袖

に

引
か
れ
寄
る
身
は
、

か
げ
ろ
う
姿

我
が
本
性
の
、
桜
木
を

マ
邪
慳

の
斧
に
、
か
か
り
し
そ
や

報

い
の
ほ
ど
を
、
思
い
知
れ
と

在
り
合
う
桜
を
、
呵
責
の
し
も
と

は

っ
た
と
睨
む
、
有
様
を

む

に

む

ざ
ん

ヤ
ア
小
癪
な
と
、
無

二
無
三

斧
取
り
直
し
て
、
打
ち
掛
か
れ
ど

凡
人
な
ら
ぬ
、
精
霊
の

業
通
自
在

の
、
身
も
軽
く

ひ
ら
り
、
ひ
ら
、

ひ
ら
、
ひ
ら

(三
味
線
の
合
方
)

35

[
チ
ラ
シ
]

飛
び
交
う
姿
は
、
吹
雪

の
桜

72



表
8

常
磐
津
節

「関
の
扉
」
下

の
巻

構
造
図

小

段

語

り

口

旋

律

型(三味線合方+囃
子)その他説明

終

結

型

1

[

前
オ
キ
]

『

朗
唱』

〈
平
家
語
り
〉

三

の

糸
〈

流
シ
〉

2

[

オ

キ
]

『
オ
キ
』

一

中

節
の

〈

地
A
>〈地BV〈地C>に相当するもの

〈

四

段

流
シ

〉

3

[
コ

ト
バ
]

4

[

語
り
]

『
セ

メ

地
』

5

[

語
り
]

『
基

本』

6

[
コ

ト
バ
]

7

[

語
り
]

『
基

本』

8

[

ウ

タ
]

〈
豊
後
三
流
シ
〉

9

[
コ

ト
バ
]

10

[

ウ

タ
]

引
用

(
マ

ン

ザ
イ
)

11

[

語
り
]譜例1

『
セ

メ

地
』

〈
『
セ

メ

地
』

半

終結型〉

〈
二
段
流
シ
の
変化〉

12

[
コ

ト
バ
]

13

[

語

り
]
・
[

ウタ]P

14

[
コ

ト
バ
]

15

[

語

り
]

『
シ

ラ

ビ

ッ

クな怪異』

〈
二
段
流
シ
の
変化〉

16

[
コ

ト
パ
]

三
味
線
ア
シ
ラ
イ囃子

17

[

語

り
]

『
セ

メ

地
』

三
味
線
合
方囃子

18

[

語

り
]

『
セ

メ

地
』

二
の糸

の
〈流

シ
〉

19

[
コ

ト
バ
]

.

20

[

語

り
]

『
基

本』

か

ら『朗唱』

〈
キ
ザ
ミ
オ
ト
シ
〉譜例2一の糸の〈流シ〉

21

[

ウ

タ
](二上リ

)

三
味
線
合方囃子

22

[

語

り
]

・

[
クドキ]P

『

ク

ド

キ
』

囃
子
(
能
管)

23

[
コ

ト
バ
]

三

味

線

合方

(
ス

ガガキ)

24

[

ウ

タ
]

引
用
(
投
げ
節)

25

[

語

り
]

『
セ

メ

地
』

26

[
コ

ト
バ
]

27

[

語

り
]

『
基

本』

三
味
線
合方

28

[
コ

ト
バ
]

29

[

ク

ド

キ
]

『
基

本』『クドキ

』

〈

オ
ト

シ
〉

〈

カン〉譜例3

30

[
コ

ト
バ
]

31

[

語

り
]

『

朗
唱』

ツ
ヅ

ミ

歌

〈
『
セ

メ

地
』

半終結型〉

32

[

語

り
]

『
セ

メ

地
』

33

[
コ

ト
バ
]

34

[

語

り
]

『
セ

メ

地
』

『

ウレイ』『セメ地』

三
味
線
合方

35

[

チ

ラ

シ
]

『

チ

ラ

シ
』

〈

イ
キ

オ
イ
三

重
〉譜例4

〈

ダ
ン

ギ
レ

〉



霞
が
く
れ
や
、
朧
夜
の

水

の
月
影
、
手

に
も
取
ら
れ
ず

見
え
み
見
え
ず
み
、
又
現
れ
て

今
ぞ
則
ち
、
人
界

の

輪
廻
を
離
れ
、
根

に
帰
る

し
る
し
を
見
よ
と
、
言
う
声
ば
か
り

形
は
消
え
て
、
桜
木

に

春
も
か
く
や
と
、
帰
り
花

雪
を
踏
み
分
け
、
踏
み
し
だ
き

水
に
戻
れ
ば
、
墨
染

の

小
町
桜
と
、
世
に
ひ
ろ
き

普
く
筆

に
、
書
き
残
す

(ダ
ン
ギ
レ
)

(
「
日
本
音

曲
全

集

8
常

磐
津

全

集
」

緑
蔭

書

房
、

一
九

八
七
年

よ
り
。

セ
リ

フ

は
カ
ギ

カ

ッ

コ
で
く
く

り
、
七

音
節

プ

ラ

ス
五
音
節

一
行

と

は
し

な

か

っ
た
)

全
体
を
み
る
と
、
ま
ず
長
さ
の
ち
が

い
に
気
が

つ
く
。
「椀
久
道
行
」
は
小

段
の
数
が
八
で
、
演
奏
に
要
す
る
時
間
は
だ
い
た
い
二
〇
分
だ
が
、
「関

の
扉
」

下
の
巻

の
小
段

の
数
は
三
五
あ
り
、
演
奏

に
は
四
〇
分
ほ
ど
も
か
か
る
。
こ
の

こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
と
い
え
ぽ
、
「関

の
扉
」
は
多
く

の
小
段

に
よ

り
、
多
様
な
音
楽
表
現
が
可
能

に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
、

演
劇
性
を
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

「椀
久
道
行
」
は
世
話
物

・
道
行
物
で
、
登
場
人
物
は

一
人
し
か
お
ら
ず
、
よ

り
大
き
な
物
語
世
界

の
出
来
事
を
叙
情
的
に
反
映
す
る
。

一
方
の

「関

の
扉
」

は
時
代
物

で
あ
り
、
登
場
人
物
は
数
人
に
な

っ
て
い
る
。
登
場
人
物
同
士

の
演

劇
的
な
関
係
が
明
瞭

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
セ
リ
フ
を
介
し
て
そ
れ
は
あ

ら
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
、
小
段
4
や
7
な
ど

の

『
セ
メ
地
』

の
語
り

の
小
段
を
数

多
く
活
用
す
る
こ
と
で
、
音
楽
的

に
も
い
き

い
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う

し
た
小
段
は

一
中
節

に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
最
後

の
二

つ

の
長

い
小
段
は
演
劇
的
で
あ
る
。
『基
本
』

『
セ
メ
地
』
『
シ
ラ
ビ

ッ
ク
な
ウ
レ

イ
』
『
メ
リ
ス
マ
的
な
ウ
レ
イ
』
『
シ
ラ
ビ

ッ
ク
な
怪
異
』
『
メ
リ
ス

マ
的
な
怪

異
』
そ
れ
に
三
味
線

の
合
方
な
ど
、
音
楽
的
な
素
材
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
演
劇
的
な
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

で
は
、

一
中
節
と
共
通
す
る
の
は
何

か
と
い
う
と
、
[オ
キ
]
を
は
じ
め
と

す
る
語
り
の
小
段
で
あ
る
。
基
本
的
な
語
り
口
を
ふ
く
み
、

一
中
節
の
小
段

の

多
く
と
明
ら
か
な
対
応
を
示
す
。

一
中
節

に
も

[
ク
ド
キ
]
の
性
格
を
思
わ
せ
る
小
段
が
あ
り
、
そ
の
芽
生
え

か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
小
段
7
は
そ
れ
に
当
た
る
。

こ
こ
で
は
ふ
れ
な
か

っ
た
が
、
常
磐
津
節

に
は

『花
道
』
『物
語
』
『祭
踊

り
』
な
ど
、
歌
舞
伎
舞
踊
形
式
に
よ

っ
て
発
展
し
た
語
り
口
が
あ
り
、

一
中
節

に
比
べ
語
り
口
の
種
類
が
非
常
に
多
く
、
常
磐
津
節

の
内
部
で
も
対
照
的
な
曲
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一中節から常磐津節へ

が
あ
る
な
ど
、
じ

つ
に
多
様
で
あ
る
こ
と
を
書
き
添
え
て
お
く
。

結

論

一
中
節

に
比
べ
て
常
磐
津
節
は
多
様
化
し
た
。
曲
種
も
語
り
曲
、
舞
踊
曲
、

祝
儀
曲

の
三

つ
と
な
り
、
歌
舞
伎

の
所
作
事

の
伴
奏
音
楽
と
し
て
歌
舞
伎
舞
踊

形
式
に
し
た
が
う
よ
う
に
な

っ
て
、
小
段

の
タ
イ
プ
も
ふ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
語

り
口
も
発
展
し
た
。
こ
う
し
て
、
常
磐
津
節
は

一
中
節
に
比

べ
、
多
様
な
構
造

を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
行

っ
た
分
析

の
結
果
、

一
中

節
か
ら
常
磐
津

へ
以
上
の
よ
う
な
変
化

が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
の
要
因
は
確

か
で
は
な
い
が
、
次

の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。

イ

芸

の
伝
承

の
プ

ロ
セ
ス
で
生
じ

る
自
然
な
変
化
。
豊
後
節
か
ら

の
影
響

な
ど
。

ロ

語
り
の
場
か
ら
生
じ
る
変
化
。

歌
舞
伎
舞
踊
の
影
響
。
長
唄

(小
唄
踊

り
形
式
)
と

の
接
触
に
よ
る
囃
子
の
導
入
な
ど
。

ハ

ほ
か
の
ジ

ャ
ソ
ル
と
の
接
触

に
よ
る
変
化
。
義
太
夫
節
、
大
薩
摩
節
な

ど

「硬

い
」
浄
瑠
璃
か
ら
の
影
響

。

常
磐
津
節

の
母
胎
は
、

一
七
三
六
年

と
三
九
年

に
禁
止
さ
れ
た
豊
後
節
だ
が
、

そ
の
音
楽
は
今
日
に
直
接
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
禁
止
後
数
年

に
し
て
豊
後
掾

の

弟
子
宮
古
路
文
字
太
夫
は
歌
舞
伎
に
出

演
し
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
常
磐
津

節
を
樹
立
し
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
富

本
節
、
清
元
節
が
生
ま
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
三

つ
は
、
豊
後
節
か
ら
離
れ
て
歌
舞
伎
舞
踊
形
式
と
い
う
枠
組

み
の
中
で

発
展
し
た
。

つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
歌
舞
伎
と
は
あ
ま
り
か
か
わ
ら
な
か

っ
た
新
内
節
の
方
が
豊
後
節
に
近

い
語
り
の
構
造
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
常
磐
津
節
は

一
中
節
か
ら
、
語
り
を
す
す
め
て
ゆ
く
上

で
重
要
な

語
り
口
を
受
け
継

い
だ
。
そ
れ
は

一
中
節

の

『基
本
』
だ
が
、
常
磐
津
節
は
さ

ら
に
そ
れ
を

『基
本
』
『オ
キ
』
『
ク
ド
キ
』
と
し
て
発
展
さ
せ
た
。
曲

の
は
じ

め
の
小
段

に
つ
か
わ
れ
る

『
オ
キ
』
は
、

一
中
節
の
基
本
的
な
語
り
口
を
ほ
ぼ

純
粋
な
か
た
ち
で
受
け
継
い
だ
。

『
ク
ド
キ
』
は
、
艶

っ
ぽ
い
語
り
口
で

一
世
を
風
靡
し
た
豊
後
節
が
す
で
に
発

展
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
中
節
が
歌
舞
伎

に
出
た
と
い
う
記
録
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
座
敷
で

語
る
こ
と
が
多
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
常
磐
津
節
は
舞
踊
形
式
が
は

っ
き

り
し
た
か
た
ち
を
と
り

つ
つ
あ

っ
た
頃
の
歌
舞
伎
の
中
で
発
展
し
て
い
っ
た
。

歌
舞
伎
舞
踊
形
式
は
小
歌
組
歌
形
式
と
、
浄
瑠
璃
と
の
交
流

に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
も

の
で
、
浄
瑠
璃
は

[
オ
キ
]

[ク
ド
キ
]
[
チ
ラ
シ
]
な
ど
語
り
性

の
強
い

小
段

の
成
立
に
与
か

っ
て
力
が
あ
り
、
小
歌
組
歌
形
式
小
唄
組
踊
り
の
構
造
を

提
供
し
て
、
[
ク
ド
キ
]
と

[
チ
ラ
シ
]

の
あ

い
だ
に

[
オ
ド

リ
地
]
を
成
立

さ
せ
、
さ
ら
に

[花
道
]
と

[オ
ド
リ
地
]
な
ど
に
笛
、
小
鼓
、
太
鼓
な
ど
の

囃
子
を

つ
け
加
え
た
。

こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
常
磐
津
節
が

一
中
節
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
豊
後
節
と
異
な
る
点
は
、
舞
踊
曲
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
新
し
い
小
段

が

つ
け
加
わ

っ
た
こ
と

(た
だ
し

「関

の
扉
」
下
の
巻
は
例
外
の

一
つ
)、
劇
場

75



で
の
語
り
に
は
囃
子
が

つ
く
こ
と
、
と
な

る
だ
ろ
う
。

も
う

一
つ
の
大
き
な
変
化
は
、
常
磐
津
節
で
は

『
セ
メ
地
』
を
発
展
さ
せ
、

語
り
曲

の
中

で
よ
く

つ
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
舞
踊
形

式
と
は
関
係
が
な
く
、
ま
た

一
中
節

に
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
、

[
コ
ト
バ
]

と
い
う

セ
リ

フ
の
小
段

の
独
立
と
と
も
に
、
演
劇
的
な
表
現

へ
向
け
て
の
展
開

だ

っ
た
。
「関

の
扉
」
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
[
コ
ト
バ
凵
と

[
セ
メ
地
]

に
よ

り
曲

の
進
行

の
中
で
登
場
人
物
の
劇
的
な
や
り
と
り
が
、
う
ま
く
表
現
さ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
。
天
明
年
間

(
一
七
八

一
i

一
七
八
九
)
に
出
さ
れ
た
、
舞
踊

劇
と
し
て
の
歌
舞
伎
と
い
う
要
請
に
、
常
磐
津
節
は
応
え
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。『

セ
メ
地
』
は

「硬

い
」
語
り
口
で
あ
り
、

一
中
節

か
ら
伝
わ

っ
た
も

の
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
義
太
夫
節

の

「硬
い
」

シ
ラ
ピ

ッ
ク
な
語
り
口
、
あ
る
い

は

「硬

い
」
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
大
薩
摩
節

の
古
本
的
な
語
り
口
か
ら

ヒ
ン
ト
を

得
て
、
工
夫
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
義
太
夫
節
も
大
薩
摩
節
も
当
時
は
歌
舞

伎
に
出

て
い
た
の
で
あ
る
。

変
化

の
方
向
は
、
人
気
を
か
ち
え
る
た
め
の
、
よ
り
豊
か
な
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー

や
お
も
し
ろ
さ
で
あ
り
、
娯
楽
と
し
て

の
歌
舞
伎
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
音
楽
、

演
劇

に
次
元
を
優
先
し
た
ぶ
ん
だ
け
、
本
来
的
な
語
り
の
志
向
は
犠
牲

に
な
り
、

語
り
手
の
存
在
は
歌
舞
伎

の
所
作
事
を
演

じ
る
役
者
な
ど
視
覚
的
な
面

の
傍
ら

で
、
影
が
薄
く
な

っ
た
と

い
え
る
。

語
り
の
場

の
変
化
は
、
語
り
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
変
え
、
語
り
の
表
現
を
変

え
た
。
常
磐
津
節
は
音
楽

の
多
様
さ
を
獲
得
し
て
、
曲
種
を
増
や
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
語
り
口
を
取
り
入
れ
開
発
し
た
。
旋
律
型

の
レ
ベ
ル
で
は
、
新
し
い
も

の

は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
旋
律
型
か
ら
の
離
反
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
旋
律
型

の
巧
緻
化
と
い
う
現
象
を
伴
い
、
旋
律

は
自
由
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
江
戸
期

の
音
楽
全
体

の
特
徴

の

一
つ
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
で
も
、

一
中
節
の
基
本
的
な

語
り
口
は
常
磐
津
節
に
忠
実
に
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
も
、
常
磐
津
節
は
、
常

磐
津
節
を
特
徴
づ
け
る
語
り
口
で
あ

る

『基
本
』
を
曲
の
は
じ
め
に
お
い
て
、

曲
の
は
じ
め
に
よ
り
古

い
語
り
口
を
保
持
す
る
と
い
う
、
語
り
物
の
性
格
を
そ

の
ま
ま
生
か
し
た
の
で
あ
る
。

注(1
)

こ
れ

ま

で
、

筆
者

は
中

世

に
起

源

を
持

つ
平

曲
と

江
戸
時

代

に
成
立

し
た

義

太
夫

節

の
音

楽

比
較

(時

田

一
九
九

五
)
、

座
頭

琵
琶

、
平

曲
、

義
太

夫
節

、

清

元
節

の
通

ジ

ャ
ン

ル
的
な
音

楽

比
較

(時

田

一
九
九

七
)

を
行

い
、

日
本

の

語

り
物

音
楽

の
歴

史
的

な
展

開

の
あ
と

づ
け

を

め
ざ

し

て
い
る
が

、
小
論

は
豊

後
系

浄

瑠
璃

に
お
け

る
試

み

で
あ

る
。

(
2
)

勾
o
「ヨ
巳
巴
o

を
常

套
的

と
し

た
が

、

そ

の
ほ

か

に
数
学

や
化

学

で

は
公

式

と

い
う
意

味
も

あ

る
。

(
3
)

こ
れ

は
、
同

じ
旋

律

を
繰

り
返

し
、
歌

詞

を
連

ね

て
ゆ
く
民

謡

ク
ド

キ
な

ど
と

は
異

な

る
こ
と

に
注
意

し

た

い
。

(
4
)

歌

舞
伎

舞
踊

形
式

は
、

初
期

歌
舞

伎
舞

踊

の
小
歌

組
歌

形
式

と
、

歌
舞

伎
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一中節から常磐津節へ

で
所
作

事

の
伴
奏

に
使

わ

れ

た
常

磐
津

節

な
ど
浄

瑠
璃

と

の
交
流

に
よ

っ
て
生

ま

れ

た
と
考

え

ら
れ

る

(日
O
評
凶冖po

一
⑩
○◎
㊤
)
。

長

唄

は
語

り
物

の
挑

戦

に
対

し

て
応

答

す

る

こ
と

で
、

発

展

し

て
き

た

と

い
う

こ

と

で
も

あ

る
。
宝

暦

年

間

(
一
七
五

一
-

一
七

六

四
)

に

は
、

長

唄

と
常

磐
津

節

は
実

質

的

に

は
同

じ
形

式

を
使
う

よ
う

に
な
り
、

さ
ら

に
関

係
を
密

接

に
し

て

い
く
。

(
5
)

〈
ナ
ガ
地

〉
は
、

三
味
線

が

一
つ

の
音

を

い
ろ

い
ろ
な

リ
ズ

ム
型

で
繰

り

返

し
、

声
部

は

そ

の
音

を

中

心

に
す

る
が
、

よ
り

旋
律

的

で
あ

る
。
名

称

は

(町

田
)

か
ら
転

用

し

た
。
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岩
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