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こ
の
曲
は
日
本
舞
踊
の
創
作
作
品
と
し
て
作
調
し
た
曲
で
す
が
、
今
回
の
公
演
た
め
に
演
奏
曲
と
し

て
編
曲
い
た
し
ま
し
た
。
最
初
の
場
面
は
夏
の
朝
、
遠
く
近
く
に
水
の
音
が
聞
こ
え
て
い
る
風
景
か
ら
始

ま
り
ま
す
。 

朝
日
の
光
が
次
第
に
輝
き
を
増
し
て
ゆ
く
中
、
道
に
ず
ら
り
と
神
輿
が
並
び
、
一
人
ま
た

一
人
と
神
輿
渡
御
に
携
わ
る
自
の
パ
ッ
チ
に
白
腹
巻
、
祭
り
半
纏
や
鉢
巻
と
い
っ
た
凛
々
し
い
町
内
の

若
い
衆
が
、
路
地
か
ら
現
れ
る
風
景
を
描
き
ま
す
。  

さ
て
、
お
祓
い
を
受
け
、
い
よ
い
よ
祭
り
の
始
ま
り
で
す
。
太
鼓
や
笛
の
音
が
気
分
を
高
揚
さ
せ
て
い

き
ま
す
。
太
陽
の
下
で
恍
惚
に
誘
う
激
し
い
嗚
物
、
立
ち
上
が
る
熱
気
と
、
激
し
く
燃
え
上
が
っ
た
人
問

の
精
気
が
漲
る
情
景
を
表
現
し
ま
す
。 

や
が
て
夕
刻
に
近
く
な
る
と
神
輿
は
帰
路
に
つ
き
ま
す
。 

若
い
衆
の
疲
れ
も
ピ
ー
ク
に
達
し
、
熱
気

に
包
ま
れ
た
祭
り
の
覇
気
は
次
第
に
静
ま
っ
て
き
ま
す
。
日
は
西
に
傾
き
、
風
も
幾
分
か
爽
や
か
に
な
っ

て
き
ま
す
が
、
ま
だ
暑
さ
の
淀
ん
だ
空
気
は
辺
り
に
重
く
漂
っ
て
い
ま
す
。
重
く
な
っ
た
歩
み
を
進
め
、

朝
出
た
町
を
め
ざ
し
、
最
後
の
場
面
へ
。 

い
よ
い
よ
町
へ
た
ど
り
着
き
ま
す
。 

最
後
の
力
を
振
り
絞
り
、

鈴
の
音
を
鳴
り
響
か
せ
、
威
勢
の
よ
い
掛
け
声
と
共
に
神
輿
は
軽
や
か
に
空
を
舞
い
つ
つ
、
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
と
な
り
ま
す
。 

 

作
調
す
る
に
あ
た
り
、
祭
囃
子
の
フ
レ
ー
ズ
を
出
来
る
だ
け
使
わ
ず
、
邦
楽
囃
子
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
フ
レ

ー
ズ
を
考
え
、
独
自
の
祭
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
皆
様
に
「
ま
つ
り
」を
思
い
浮
か
べ
て
お

楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 


