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書 

評

　
真
鍋
昌
賢
著

『
浪
花
節 

流
動
す
る
語
り
芸
│
演
者
と
聴
衆
の
近
代
』

細 

田　

明 

宏　

　
　
　
一

本
書
は
、
浪
花
節
に
つ
い
て
多
く
の
論
考
を

発
表
し
て
き
た
著
者
に
よ
る
初
め
て
の
単
著
で
あ

り
、
口
承
文
芸
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
待
ち

望
ま
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
浪

花
節
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
は
す
で

に
、
兵
藤
裕
己
『〈
声
〉
の
国
民
国
家
│
浪
花
節

が
創
る
日
本
近
代
』（
二
〇
〇
九
年
、
講
談
社
学

術
文
庫
。
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
非
常
に

刺
激
的
か
つ
重
要
な
書
が
あ
る
。
そ
の
価
値
は
現

在
で
も
全
く
失
わ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
こ
の

書
は
浪
花
節
に
お
け
る
一
つ
の
急
所
を
と
ら
え
て

鮮
や
か
に
描
い
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
浪
花
節
す
べ
て
に
つ
い
て
目
配
り
が
行
き

届
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
浪
花
節
に

つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
解
明
す
べ
き
こ
と
が
多
く
残

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

浪
花
節
は
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
通
り

流
動
性
が
高
く
、
ま
た
芸
の
あ
り
よ
う
も
演
者
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
ま
さ
に
と
ら
え
ど
こ
ろ

が
な
い
芸
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
研
究
対
象

と
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
困

難
を
も
の
と
も
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
著
者
は
浪
花
節

に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
て
き
た
。

本
書
で
は
そ
の
う
ち
演
者
（
語
り
手
）
に
焦
点
を

当
て
た
論
考
が
選
ば
れ
て
い
る
。
浪
花
節
の
芸
能

と
し
て
の
魅
力
は
演
者
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
た

め
、
演
者
は
浪
花
節
を
理
解
す
る
重
要
な
手
が
か

り
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

対
象
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
は
、
桃
中
軒
雲

右
衛
門
、
二
代
目
吉
田
奈
良
丸
、
寿
々
木
米
若
、

二
代
目
天
中
軒
雲
月
と
い
う
、
明
治
期
か
ら
戦
後

の
浪
花
節
を
代
表
す
る
四
人
の
語
り
手
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
演
者
に
視
座
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
浪
花
節
の
置
か
れ
た

歴
史
的
社
会
的
位
相
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
二

本
書
は
、「
序
章　

問
題
提
起
と
方
法
意
識
」

お
よ
び
「
終
章　

演
者
論
の
可
能
性
」
を
前
後
に

備
え
た
七
章
よ
り
成
る
。
ま
ず
は
そ
の
七
章
の
内

容
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
（
括
弧
内
の
数
字
は
本

書
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
）。

「
第
一
章　

衝
撃
／
違
和
の
受
容
史
―
桃
中
軒

雲
右
衛
門
の
来
阪
口
演
を
事
例
と
し
て
」
で
は
、

浪
花
節
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
し
た
桃
中
軒
雲
右
衛

門
（
一
八
七
三
│
一
九
一
六
）
を
取
り
上
げ
る
。

「
武
士
道
鼓
吹
」
を
標
榜
す
る
雲
右
衛
門
は
、
そ

の
声
が
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
が
形
成
す
る
時

期
に
お
い
て
「
無
垢
で
亀
裂
の
な
い
精
神
の
共
同

体
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
兵

藤
裕
己
『〈
声
〉
の
国
民
国
家
│
浪
花
節
が
創
る

日
本
近
代
』）。
し
か
し
著
者
は
、
雲
右
衛
門
の
声

へ
の
陶
酔
の
一
方
で
確
実
に
存
在
す
る
、
批
判
や

揶
揄
に
注
目
す
る
。

焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
一
九
○
七
年
に
大
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阪
で
お
こ
な
わ
れ
た
雲
右
衛
門
の
興
行
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
、
浪
花
節
（
浮
か
れ
節
）
席
の
見
聞

記
や
統
計
資
料
あ
る
い
は
新
聞
記
事
か
ら
、
雲
右

衛
門
来
演
の
直
前
の
大
阪
の
よ
う
す
を
論
じ
る
。

す
な
わ
ち
当
時
の
大
阪
に
お
い
て
浪
花
節
は
、
決

し
て
上
・
中
流
の
人
々
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

同
時
に
〈
改
良
〉
の
機
運
も
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

一
方
、
雲
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
九
州
に
お
い
て

浪
花
節
熱
を
牽
引
す
る
よ
う
す
が
新
聞
紙
上
で
た

び
た
び
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
大
阪
の
人
々

に
と
っ
て
、雲
右
衛
門
は
未
知
の
存
在
で
は
な
く
、

あ
る
程
度
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

で
は
大
阪
の
聴
衆
た
ち
は
雲
右
衛
門
を
ど
の

よ
う
に
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
浪
花

節
に
親
し
ん
で
い
な
い
人
々
の
見
聞
記
を
検
討
す

る
こ
と
で
著
者
は
、
雲
右
衛
門
は
聴
衆
に
衝
撃
を

与
え
る
と
同
時
に
違
和
感
を
も
抱
か
せ
た
、
と
い

う
。
雲
右
衛
門
の
声
に
陶
酔
す
る
聴
衆
が
い
た
一

方
で
、
従
来
の
浪
花
節
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
に
違
和
感
を
覚
え
る
者
も

少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ
る
。
雲
右
衛
門
の
登
場

に
よ
っ
て
浪
花
節
が
新
し
い
段
階
へ
と
進
ん
だ
こ

と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
浪
花
節
と
聴
衆
の

関
係
は
決
し
て
一
元
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

「
第
二
章　
〈
声
〉
の
カ
タ
チ
―
二
代
目
吉
田
奈

良
丸
の
義
士
伝
は
い
か
に
し
て
流
通
し
た
か
」
で

は
、
一
九
一
○
年
代
に
お
い
て
二
代
目
吉
田
奈
良

丸
（
一
八
七
九
―
一
九
六
七
）
が
演
じ
た
「
赤
穂

義
士
伝
」
が
ど
の
よ
う
に
流
通
し
た
の
か
と
い
う

問
題
を
扱
う
。
こ
の
時
代
は
日
本
の
国
産
レ
コ
ー

ド
産
業
の
黎
明
期
で
あ
る
が
、
レ
コ
ー
ド
の
登
場

は
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
奈
良
丸
は
レ
コ
ー
ド
を
多
く
録
音
し
た

浪
花
節
語
り
の
先
駆
で
あ
り
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
は

大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

さ
て
奈
良
丸
の
名
声
を
高
め
た
の
は
、
一
九
一

○
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た

速
記
本
『
大
和
桜
義
士
の
面
影
』（
一
│
三
）
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
「
フ
シ
が
視
覚
化

さ
れ
、
口
演
全
体
が
活
字
と
し
て
整
頓
さ
れ
つ
つ

…
美
文
調
に
よ
る
格
調
の
高
さ
と
読
み
物
と
し
て

の
完
成
度
を
重
視
し
た
〈
速
記
本
〉
が
構
成
さ

れ
た
」
と
著
者
は
い
う
（
六
五
）。
そ
し
て
『
大

和
桜
』
が
刊
行
さ
れ
た
そ
の
年
に
奈
良
丸
は
初
め

て
レ
コ
ー
ド
の
録
音
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
当
時

の
レ
コ
ー
ド
の
収
録
時
間
は
興
行
で
の
口
演
時
間

よ
り
も
大
幅
に
短
い
た
め
、「
演
目
の
一
部
分
を
、

フ
シ
を
効
果
的
に
用
い
て
構
成
し
直
」
す
な
ど
の

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
（
六
七
）。

レ
コ
ー
ド
の
登
場
は
、
書
籍
の
あ
り
方
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
た
。
速
記
本
は
レ
コ
ー
ド
を
意
識
し

て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら

く
は
レ
コ
ー
ド
の
ま
ね
を
す
る
た
め
の
小
型
本
や

稽
古
本
と
い
っ
た
出
版
物
も
増
え
た
。
レ
コ
ー
ド

と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
、
複
製
さ
れ
た
声
を

繰
り
返
し
聞
き
、
ま
ね
を
す
る
聞
き
手
を
産
み
出

し
た
の
で
あ
る
。

レ
コ
ー
ド
を
繰
り
返
し
聞
い
て
ま
ね
を
す
る

と
い
う
行
為
は
、
本
物
さ
な
が
ら
の
口
演
技
術
を

持
っ
た
ニ
セ
者
を
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
作

家
・
正
岡
容
は
、
本
物
そ
っ
く
り
に
ま
ね
る
実
力

を
持
っ
た
ニ
セ
者
達
が
お
こ
な
う
興
行
で
、
ニ
セ

者
と
気
づ
い
て
い
な
が
ら
お
と
な
し
く
聞
き
入
る

客
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
体
験
談
を
残
し
て

い
る
。
肉
声
と
複
製
さ
れ
た
声
の
関
係
は
し
ば
し

ば
簡
単
に
論
じ
ら
れ
る
が
、
正
岡
の
体
験
談
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
両
者
の
関
係
は
決
し
て
単
純
な
も
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の
で
は
な
い
。
そ
の
解
明
こ
そ
、
口
承
文
芸
研
究

が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
で
あ
る
と
著

者
は
指
摘
す
る
（
七
七
│
八
）。

「
第
三
章　
『
新
作
』
を
量
産
す
る
浪
花
節
│

寿
々
木
米
若
と
『
佐
渡
情
話
』
の
誕
生
」
で

は
、
一
九
三
○
年
代
に
お
け
る
寿
々
木
米
若

（
一
八
九
九
│
一
九
七
九
）
の
活
動
が
考
察
の
対

象
と
な
る
。
こ
の
時
代
は
、
一
九
二
五
年
に
は
じ

ま
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
が
、
浪
花
節
に
も
徐
々
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。米
若
は
、

「
義
士
伝
、
侠
客
伝
、
力
士
伝
、
怪
談
、
明
治
・

大
正
期
の
講
談
、
同
時
代
の
戦
争
物
な
ど
」
の
持

ち
ネ
タ
に
加
え
て
、「
一
九
三
○
年
代
か
ら
四
○

年
代
に
お
い
て
最
も
多
く
の
『
新
作
』
を
レ
コ
ー

ド
に
吹
き
込
ん
だ
浪
花
節
語
り
の
一
人
だ
っ
た
」

の
で
あ
る
（
八
四
│
五
）。

一
九
二
○
年
代
に
有
望
な
若
手
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
米
若
は
、
日
本
ビ
ク
タ
ー
か
ら
レ
コ
ー

ド
を
発
売
す
る
に
当
た
り
、
出
身
地
新
潟
の
民
謡

「
お
け
さ
節
」
を
取
り
込
ん
だ
浪
花
節
を
作
っ
て

欲
し
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
る
。
当
時
民
謡
は
、

ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
に
と
っ
て
の
有
力
な
素
材
と

な
っ
て
い
た
（
九
四
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生

し
た
「
佐
渡
情
話
」
は
発
売
さ
れ
る
や
予
想
を
超

え
る
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
米
若
は
「
巡
業
中
に
聴

衆
か
ら
、
あ
る
い
は
興
行
師
か
ら
…
所
望
さ
れ
る

よ
う
に
な
」
り
、
そ
の
必
要
か
ら
興
行
用
の
台
本

が
作
成
さ
れ
た
（
九
九
）。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で

誕
生
し
た
「
佐
渡
情
話
」
は
、「
民
謡
・
伝
説
の

両
方
を
取
り
込
ん
で
レ
コ
ー
ド
を
前
提
と
し
て
つ

く
ら
れ
た
語
り
物
」
で
あ
り
、「
純
朴
な
恋
仲
を

あ
つ
か
っ
た
演
目
で
あ
る
一
方
で
、
非
日
常
的
な

出
会
い
が
物
語
を
動
か
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
し

て
埋
め
込
ま
れ
て
」
も
い
た
（
一
〇
六
）。

「
佐
渡
情
話
」
の
ヒ
ッ
ト
以
降
、「
米
若
に
期
待

さ
れ
、
米
若
自
身
が
得
意
と
し
た
明
瞭
な
個
性
」

は
、「
若
い
男
女
の
恋
仲
を
中
心
に
展
開
す
る
物

語
の
筋
」
お
よ
び
、「
様
々
な
フ
シ
回
し
の
挿
入
」

す
な
わ
ち
「
物
語
中
の
人
物
の
心
情
や
状
況
を
…

抒
情
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
土
地
土
地
で
伝
承

さ
れ
て
き
た
歌
や
は
や
り
歌
を
…
入
れ
込
む
」
こ

と
の
二
点
で
あ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
当
時

契
約
し
て
い
た
レ
コ
ー
ド
会
社
は
「
米
若
の
得
意

な
芸
風
を
意
識
的
に
か
た
め
て
い
っ
た
」
の
で
あ

り
、
そ
の
上
で
米
若
は
「
広
範
な
種
類
の
演
目
を

こ
な
し
つ
つ
、
核
に
な
る
米
若
ら
し
さ
を
明
確
に

し
、
持
続
的
に
新
作
を
繰
り
出
し
て
い
っ
た
」
の

で
あ
る
（
一
〇
八
）。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
状
況
も
、
一
九
三
八
年
に

国
家
総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
戦
時
体
制
へ
の
協
力

を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
変
化
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
の
が
「
第
四

章　

総
力
戦
下
の
浪
曲
師
│
横
断
す
る
米
若
の

口
演
空
間
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
一
九
四
○

年
一
月
か
ら
一
九
五
一
年
一
二
月
ま
で
の
間
に
、

米
若
が
い
つ
・
ど
こ
で
・
何
を
口
演
し
た
の
か
が

記
さ
れ
て
い
る
『
演
題
帳
』
が
分
析
対
象
と
な
る
。

な
お
米
若
の
巡
業
に
お
い
て
は
基
本
的
に
、
座
長

で
あ
る
米
若
の
二
席
口
演
と
前
読
み
（
座
長
の
前

に
読
む
者
）
の
口
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

『
演
題
帳
』
に
記
さ
れ
た
演
目
を
分
析
し
た
著

者
は
、「
既
出
の
演
目
を
軸
と
し
つ
つ
、
徐
々
に

新
し
い
演
目
が
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
様
子
が
読
み
取

れ
る
」
と
指
摘
す
る
（
一
三
四
）。
そ
の
上
で
戦

時
下
の
興
行
、
レ
コ
ー
ド
、
ラ
ジ
オ
に
お
け
る
米

若
の
演
目
に
つ
い
て
、「
物
語
世
界
の
設
定
を
『
戦

地
』
や
『
銃
後
』
に
し
た
…
〈
同
時
代
物
〉」
お

よ
び
「
設
定
を
江
戸
期
・
明
治
期
な
ど
の
過
去
に

し
た
…
〈
時
代
物
〉」
と
い
う
独
自
の
分
析
概
念
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（
一
三
五
）
を
用
い
て
考
察
し
、
次
の
結
論
を
得

て
い
る
。
す
な
わ
ち
米
若
は
、
レ
コ
ー
ド
に
お
い

て
は
新
作
を
絶
え
ず
発
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
中

に
は
「
短
命
に
終
わ
っ
た
演
目
や
興
行
に
か
け
ら

れ
な
か
っ
た
演
目
」
も
あ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
で
放
送

さ
れ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
が
〈
同
時
代
物
〉
で
あ
っ

た
が
、そ
れ
に
は
「
国
家
の
論
理
が
顕
著
に
影
響
」

し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
口
演
活
動
の
軸
で
あ
っ
た

興
行
に
お
い
て
は
「
芸
を
売
る
た
め
の
方
針
が
介

入
」
し
、〈
時
代
物
〉
は
相
変
わ
ら
ず
欠
か
せ
な

い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
り
、「
ラ
ジ
オ
・
レ
コ
ー

ド
と
は
異
質
の
演
目
選
択
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
（
一
四
五
│
六
）。

さ
て
戦
時
体
制
の
中
で
も
と
り
わ
け
一
九
四
○

年
か
ら
は
、
演
芸
へ
の
統
制
が
い
っ
そ
う
強
め
ら

れ
た
。
浪
花
節
も
例
外
で
は
な
く
、「
愛
国
浪
曲
」

と
呼
ば
れ
る
新
作
群
が
作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
上

演
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト

分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
「
第
五
章　

愛
国

浪
曲
を
め
ぐ
る
葛
藤
│
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
『
語
り

物
』
を
分
析
す
る
た
め
の
視
点
」
で
あ
る
。
著
者

は
、
愛
国
浪
曲
に
は
「『
国
民
』
と
し
て
の
義
理

（
が
）
…
日
常
生
活
の
基
盤
と
な
る
人
間
関
係
に

埋
め
込
ま
れ
」
て
お
り
、「
押
し
付
け
が
ま
し
く
、

最
も
た
の
し
み
に
く
い
タ
イ
プ
の
浪
花
節
で
あ

る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
聞
き
手
が
そ
の
よ
う

な
思
惑
に
沿
っ
て
の
み
聞
い
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
、
著
者
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
聞
き

手
は
「
た
の
し
め
な
い
原
因
で
あ
る
『
国
民
』
と

し
て
の
〈
義
理
〉
を
回
避
し
つ
つ
、
そ
の
物
語
を

た
の
し
む
こ
と
も
ま
た
可
能
だ
っ
た
」
の
で
あ
る

（
一
七
八
）。

「
第
六
章　

繰
り
返
さ
れ
る
『
情
話
』
│
戦
時

下
／
占
領
下
の
連
続
性
と
非
連
続
性
」
で
は
、
戦

時
期
か
ら
戦
後
期
へ
の
移
行
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
米
若
の
『
演
題
帳
』
を
手
が
か
り
に
し
て
論

じ
ら
れ
る
。
戦
時
期
か
ら
戦
後
期
へ
の
移
行
に
お

い
て
は
、
し
ば
し
ば
不
連
続
性
の
み
が
強
調
さ
れ

る
が
、著
者
は
連
続
性
に
も
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
著
者
は
『
演
題
帳
』
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
終
戦
後
に
お
い
て
も
米
若
は
、
そ
れ
ま

で
同
様
に
巡
業
を
中
心
と
し
た
毎
日
を
送
っ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
一
九
一
）。
演
目
に
つ
い

て
は
、
上
演
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
な
ど
不

連
続
な
側
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
米
若
は
戦
後
も

相
変
わ
ら
ず
新
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
新
作
に

お
い
て
米
若
は
、
戦
前
と
同
じ
く
「
若
い
男
女
を

中
心
に
し
た
展
開
」
や
「〈
俗
謡
〉
の
挿
入
」
と

い
っ
た
、「
自
身
が
得
意
と
し
、
か
つ
求
め
ら
れ

て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
特
徴
」
を
盛
り
込
ん
で
お

り
、
戦
時
期
か
ら
戦
後
期
に
か
け
て
の
連
続
性
が

認
め
ら
れ
る
（
二
〇
五
│
六
）。
そ
し
て
著
者
は
、

「
演
者
が
客
受
け
を
内
面
化
し
つ
つ
、
諸
制
度
の

期
待
や
統
制
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
た
か
を
記

述
・
分
析
し
て
い
く
作
業
」
の
重
要
性
を
強
調
す

る
。（
二
一
六
）

「
第
七
章　

戦
時
下
に
響
く
『
七
つ
の
声
』
│

二
代
目
天
中
軒
雲
月
の
演
じ
方
に
つ
い
て
」
で

は
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
に
お
け
る
代
表

的
な
女
流
浪
曲
師
で
あ
る
二
代
目
天
中
軒
雲
月

（
一
九
〇
九
│
一
九
九
五
）
が
得
意
と
し
た
「
七

つ
の
声
」
と
い
う
演
出
を
取
り
上
げ
、
浪
花
節
に

お
け
る
男
／
女
と
い
う
境
界
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。

雲
月
が
得
意
と
し
た
「
七
つ
の
声
」
は
、
多

彩
な
声
を
出
す
こ
と
で
あ
た
か
も
複
数
の
演
者
が

出
演
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
演
出
で
あ

る
。
従
来
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
語
り
物
の
本
道
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を
外
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
「
七
つ
の
声
」
で
あ
る

が
、
雲
月
は
フ
ァ
ン
層
の
外
側
に
い
た
聞
き
手
た

ち
を
惹
き
つ
け
た
（
二
五
一
）。
そ
の
「
七
つ
の

声
」
を
駆
使
し
て
彼
女
は
、
戦
時
に
お
い
て
銃

後
の
女
性
を
描
く
新
作
を
多
く
上
演
す
る
。「
七

つ
の
声
」
は
、「
戦
時
下
に
お
い
て
、
銃
後
の
役

割
を
語
る
こ
と
と
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
錬
磨
さ
れ

て
い
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、「
浪

花
節
に
お
い
て
、
女
流
が
女
を
語
る
と
い
う
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
構
造
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
雲

月
は
象
徴
的
に
担
っ
て
い
た
」
と
結
論
づ
け
る

（
二
五
二
）。

　
　
三

こ
の
よ
う
に
本
書
は
多
く
の
興
味
深
い
内
容

を
持
っ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
を
得
る
こ
と
を
願

う
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
口
承
文
芸
研
究
者
に

と
っ
て
は
、
方
法
論
を
は
じ
め
と
し
て
非
常
に

示
唆
に
富
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

本
書
は
決
し
て
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
浪
花
節
史

を
構
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、

個
々
の
演
者
の
上
演
お
よ
び
聞
き
手
が
そ
れ
を
聴

取
す
る
活
動
の
う
ち
に
浪
花
節
の
歴
史
的
社
会
的

位
相
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ

の
困
難
な
課
題
に
取
り
組
み
、
十
分
に
成
果
を
挙

げ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
聞
き
手
が
ど
の

よ
う
に
聞
い
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
の
は
難
し
い
も
の
だ
が
、
著
者
は
見
聞
記

や
聞
き
取
り
調
査
な
ど
か
ら
丹
念
に
事
例
を
拾
い

上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
得
力
の
あ
る
結
論
を

導
き
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
本
書
は
、
浪
花
節
の
演
者
と
メ
デ
ィ

ア
の
複
雑
な
関
係
を
描
き
出
す
こ
と
に
も
成
功
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ

た
、
音
声
を
遠
隔
地
に
届
け
る
こ
と
が
可
能
な
メ

デ
ィ
ア
の
登
場
は
、
演
者
と
聞
き
手
の
関
係
を
多

元
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
上

演
の
場
の
拡
大
で
は
な
く
、
浪
花
節
そ
の
も
の
の

あ
り
よ
う
に
変
化
を
迫
る
で
き
ご
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

本
書
に
お
け
る
論
述
は
節
度
を
保
っ
た
堅
実
な

も
の
で
あ
り
、
信
頼
が
置
け
る
。
た
だ
し
い
く
つ

か
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
し
い

説
明
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
米
若
の
上
演
演
目
を
記
し

た
『
演
題
帳
』
に
つ
い
て
は
、
記
載
内
容
以
外
の

情
報
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
読
者
に
と
っ

て
は
作
成
目
的
や
記
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
（
上
演
の

前
か
後
か
）
な
ど
が
わ
か
ら
ず
、
明
確
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
ち
に
く
い
。
お
そ
ら
く
は
不
明
な
点
が
多

い
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
程
度
の
推
測
も
含
め
て

書
い
て
お
い
た
方
が
読
者
の
理
解
の
助
け
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
新
作
物
の
位
置
づ
け
や
演
目
が
決
定
さ
れ

る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
踏
み

込
ん
だ
議
論
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
演
目
が
選

択
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
作
用
す
る
重
要
な
要
因
の

一
つ
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
内
容
に

密
接
に
関
係
す
る
は
ず
で
あ
る
。
今
後
そ
れ
ら
に

つ
い
て
も
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う

次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
三
月　

せ
り
か
書
房
刊　

本
体

三
六
〇
〇
円

 

（
ほ
そ
だ
・
あ
き
ひ
ろ
／
帝
京
大
学
）


