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（
七
一
） 

楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語 

―
古
代
・
中
世
― 

 

山 

口 

仲 

美
＊  

 

一 

は
じ
め
に 

村
の
鎮
守

ち
ん
じ
ゅ

の
神
様
の 

今
日
は
め
で
た
い
御
祭
日

お

ま

つ
り

び

。 

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、 

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、 

朝
か
ら
聞
こ
え
る
笛ふ

え

太
鼓

た

い

こ

。
（「
村
祭
」
文
部
省
唱
歌
） 

 

子
供
の
頃
、
よ
く
歌
っ
た
文
部
省
唱
歌
。
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
三
月

刊
行
の
『
尋
常
小
学
唱
歌
（
三
）』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
百
年
余
り
歌
い
続

け
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
で
、
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の

は
、「
ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ひ
ゃ

ら
ら
」
と
い
う
太
鼓
と
笛
の
音
を
写
す
擬
音
語
。 

こ
う
し
た
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
研
究
が
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
擬
音
語
が
各
時
代
に
存
在
す
る

の
か
し
な
い
の
か
さ
え
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
学
作

品
を
読
ん
で
い
る
と
、
時
代
に
よ
っ
て
出
現
の
状
況
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
文
学
作
品
を
読
む
。
す
る
と
、 

息
杖

い
き

づ

へ

の
竹
笛
を
ふ
け
ば
、
助
郷

す
け
ご
う

の
馬む

ま

太
鼓
を
打
つ
。
膝
栗
毛
後
編
の
序じ

ょ

び
ら

き
、
ヒ
ヤ
リ
ヒ
ヤ
リ
、
て
れ
つ
く
て
れ
つ
く
す
っ
て
ん
す
っ
て
ん
。（『
東
海

道
中
膝
栗
毛
』
二
篇
上
、
日
本
古
典
文
学
大
系
） 

 

な
ど
と
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
に
出
く
わ
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
い
く
ら
読
ん
で
も
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
に

は
め
っ
た
に
出
会
わ
な
い
。
「
ど
う
し
て
？ 

ど
の
時
代
に
だ
っ
て
多
く
の
楽
器
が

あ
る
の
に
。
こ
の
印
象
っ
て
事
実
？
」。
こ
う
し
た
疑
問
が
湧
き
だ
し
、
ぜ
ひ
と
も

事
実
を
解
き
明
か
し
た
く
な
っ
た
。 

そ
こ
で
、
こ
の
稿
で
は
、
各
時
代
の
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
を
抽
出
す
る
こ

と
か
ら
は
じ
め
、
読
書
の
時
の
印
象
は
、
果
た
し
て
事
実
な
の
か
。
も
し
、
事
実

で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

解
明
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
各
時
代
の
文
化
の
あ
り
方
を
示

唆
す
る
に
違
い
な
い
。 

な
お
、
以
下
、
用
例
の
引
用
は
、
で
き
る
だ
け
原
文
を
尊
重
し
た
が
、
読
み
や

す
さ
を
考
慮
し
て
、
次
の
三
項
に
つ
い
て
は
改
変
を
加
え
て
あ
る
。
①
漢
字
の
字

体
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
を
避
け
て
常
用
漢
字
体
に
統
一
し
た
。
②
古
典
作
品
の

仮
名
遣
い
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一
し
た
。
③
古
典
作
品
の
促
音
・
拗
音
は

分
か
り
に
く
い
の
で
、
促
音
・
拗
音
に
な
る
は
ず
の
箇
所
は
、
小
書
き
に
し
て
分

 

＊
や
ま
ぐ
ち
・
な
か
み 

 

埼
玉
大
学
名
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教
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（
七
二
） 

か
り
や
す
く
し
た
。
ま
た
、
濁
音
・
半
濁
音
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
結
果
、
濁
音

や
半
濁
音
で
あ
る
可
能
性
の
高
い
場
合
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
。 

 

二 

現
代
の
楽
器
音
を
写
す
擬
音
語 

 

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
現
代
の
状
況
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
擬
音
語
・

擬
態
語
が
頻
出
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
童
謡
・
唱
歌
が
あ
る
。
そ
こ
で
、『
日
本
童
謡
集
』

（
岩
波
文
庫
）
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
見
ら
れ
る
の
か
を
調
査
し
て
み
た
。

す
る
と
、
三
一
三
曲
の
う
ち
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
て
く
る
の
は
、
次

に
示
す
二
曲
。 

水
馬

あ
め
ん
ぼ

赤
い
な
、
ア
イ
ウ
エ
オ
。
浮
藻

う

き

も

に
小
蝦

こ

え

び

も
お
よ
い
で
る
。（
中
略
） 

立
ち
ま
し
ょ
、
喇
叭

ら

っ

ぱ

で
、
タ
チ
ツ
テ
ト
。
ト
テ
ト
テ
タ
ッ
タ
と
飛
び
立
っ
た
。 

（
北
原
白
秋
作
詞
「
五
十
音
」） 

「
ト
テ
ト
テ
タ
ッ
タ
」
は
、
ラ
ッ
パ
の
音
を
写
す
擬
音
語
。 

も
う
一
曲
は
、
「
や
っ
と
こ
や
っ
と
こ
く
り
だ
し
た 

お
も
ち
ゃ
の
マ
ー
チ
が 

ら
っ
た
っ
た
」
で
は
じ
ま
る
「
お
も
ち
ゃ
の
マ
ー
チ
」。
二
番
の
歌
詞
に
、 

フ
ラ
ン
ス
人
形
も 

と
び
だ
し
て 

ふ
え
ふ
き
ゃ
た
い
こ
が 

ぱ
ん
ぱ
ら
ぱ

ん
。（
海
野
厚
作
詞
） 

 

と
、
太
鼓
の
音
「
ぱ
ん
ぱ
ら
ぱ
ん
」
が
出
現
す
る
。
な
お
、
こ
の
曲
で
繰
り
返

し
出
て
く
る
「
ら
っ
た
っ
た
」
は
、
行
進
し
て
い
く
様
子
を
う
つ
す
擬
態
語
で
あ

り
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
で
は
な
い
。 

と
い
う
わ
け
で
、
擬
音
語
・
擬
態
語
の
宝
庫
で
あ
る
童
謡
に
も
、
楽
器
の
音
を

写
す
擬
音
語
は
わ
ず
か
二
曲
に
見
ら
れ
る
だ
け
。
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
の
出

現
す
る
曲
数
を
全
曲
数
で
割
っ
て
出
現
率
を
求
め
て
み
る
と
、
〇
・
六
％
。
つ
ま

り
、
二
〇
〇
曲
に
一
曲
く
ら
い
し
か
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
出
現
し
な
い
。 

で
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
「
村
祭
」
の
よ
う
な
唱
歌
に
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬

音
語
が
多
く
見
ら
れ
る
の
か
。『
日
本
の
唱
歌
（
上
）
明
治
篇
』『
日
本
の
唱
歌
（
中
）

大
正
・
昭
和
篇
』『
日
本
の
唱
歌
（
下
）
学
生
歌
・
軍
歌
・
宗
教
歌
』（
い
ず
れ
も

講
談
社
文
庫
）
を
調
べ
て
み
る
。
総
曲
数
は
四
七
九
曲
。
そ
の
う
ち
、
楽
器
の
音

を
写
す
擬
音
語
を
含
む
曲
は
、
五
曲
。
次
に
そ
れ
ら
を
、
曲
名
・
楽
器
音
を
写
す

擬
音
語
・
楽
器
の
種
類
の
順
で
記
載
し
、
列
挙
す
る
。 

①
「村
祭
」
―
ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
、
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら 

（太
鼓
と
笛
の
音
）  

②
「
毬
ち
ゃ
ん
の
絵
本
」―
テ
ー
ン
ト
ン
シ
ャ
ン
（琴
の
音
） 

③ 

「楽
し
き
農
夫
」―
た
ら
り
や
た
ら
り
と
う
（太
鼓
の
音
。
水
瀬
の
音
に
掛
け
て
い
る
） 

④
「山
の
音
楽
家
」
―
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ 

キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ 

キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ 

キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
（
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
）
、
ピ
ピ
ピ
ピ
ピ 

ピ
ピ
ピ
ピ
ピ 

ピ
ピ
ピ
ピ

ピ 

ピ
ピ
ピ
ピ
ピ
（
フ
ル
ー
ト
の
音
）
、
ポ
コ
ポ
ン
ポ
ン
ポ
ン 

ポ
コ
ポ
ン
ポ
ン
ポ
ン 

ポ
コ

ポ
ン
ポ
ン
ポ
ン 

ポ
コ
ポ
ン
ポ
ン
ポ
ン
（太
鼓
の
音
） 

⑤
「牧
場
の
朝
」
―
ぴ
い
ぴ
い
（笛
の
音
） 

五
曲
を
全
曲
数
で
割
っ
て
求
め
た
出
現
率
は
、
一
・
〇
％
。
一
〇
〇
曲
中
、
一

曲
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
現
し
て
い
る
。
童
謡
よ
り
は
出
現
率
が
高
い
。 

で
は
、
大
人
た
ち
の
歌
う
歌
謡
曲
で
は
、
ど
う
な
の
か
。
『
歌
謡
曲
の
す
べ
て 

歌
詞
集
』（
二
〇
一
六
年
度
改
訂
版
、
全
音
楽
譜
出
版
社
）
を
調
査
し
て
み
た
。
こ

の
本
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
の
代
表
的
な
ヒ
ッ
ト
ソ
ン
グ
を
集
め
て
あ

る
の
で
、
調
査
に
最
適
で
あ
る
。
全
曲
数
は
一
三
四
五
曲
。
そ
の
う
ち
、
楽
器
の

音
を
写
す
擬
音
語
の
見
ら
れ
る
曲
は
、
次
の
七
曲
。 

①
「僕
は
泣
い
ち
っ
ち
」―
テ
ン
テ
ケ
テ
ン
（太
鼓
の
音
） 



 

（
七
三
） 

②
「大
漁
ま
つ
り
」―
ド
ド
ン
（太
鼓
の
音
） 

③
「結
婚
し
よ
う
よ
」
―
ボ
ロ
ン
（
ギ
タ
ー
の
音
） 

④
「
港
・
ひ
と
り
唄
」―
ボ
ロ
ロ
ン
ポ
ロ
ポ
ロ
（
ギ
タ
ー
の
音
） 

⑤
「み
れ
ん
」―
ツ
ン
（
ギ
タ
ー
の
音
） 

⑥
「三
味
線
旅
が
ら
す
」
―
チ
ン
ト
ン
シ
ャ
ン
（三
味
線
の
音
） 

⑦
「
お
ど
る
ポ
ン
ポ
コ
リ
ン
」
―
タ
ッ
タ
タ
ラ
リ
ラ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

パ
ッ
パ
パ

ラ
パ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

パ
ッ
パ
パ
ラ
パ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ
、
タ

ッ
タ
タ
ラ
リ
ラ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 
ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

パ
ッ
パ
パ
ラ
パ 

ピ
ー
ヒ
ャ
ラ 

ピ
ー
ヒ

ャ
ラ
、
ピ
ー
ヒ
ャ
ラ
ピ
（笛
の
音
） 

最
後
の
「
お
ど
る
ポ
ン
ポ
コ
リ
ン
」
は
、
笛
の
音
の
み
で
成
り
立
っ
て
お
り
、

踊
り
だ
し
た
く
な
る
よ
う
な
歌
詞
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
七
曲
に
、
楽
器
の
音

が
出
現
し
て
お
り
、
出
現
率
は
、
〇
・
五
％
。
童
謡
と
同
じ
く
ら
い
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
明
治
時
代
以
降
の
状
況
は
、
江
戸
時
代
以
前
の
状
況
と
比
べ
て
楽
器

の
音
を
写
す
擬
音
語
の
出
現
率
は
高
い
の
か
。
そ
れ
と
も
低
い
の
か
。
江
戸
時
代

以
前
の
状
況
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

三 

江
戸
時
代
以
前
の
楽
器
の
音
の
出
現
率 

江
戸
時
代
以
前
の
歌
謡
を
集
め
た
『
古
代
歌
謡
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、

『
中
世
近
世
歌
謡
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
を
調
査
し
て
み
る
。
す
る
と
、「
表

１
」
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
。「
表
１
」
の
「
時
代
」
の
欄
に
あ
る
「
近
・
現
代
」

の
デ
ー
タ
と
し
て
は
、
大
人
の
歌
う
歌
謡
曲
に
お
け
る
出
現
率
を
示
し
て
お
い
た
。

そ
れ
以
前
の
歌
謡
が
す
べ
て
大
人
の
歌
う
歌
謡
が
中
心
の
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

 



 

（
七
四
） 

「
表
１
」
か
ら
、
江
戸
時
代
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
の
出
現
率
が
群
を
抜

い
て
高
い
こ
と
が
分
か
る
。『
松
の
葉
』
と
い
う
江
戸
初
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て

の
流
行
歌
謡
を
集
め
た
歌
謡
集
に
は
、
一
一
曲
も
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
現

れ
る
。
総
曲
数
は
、
一
七
一
曲
だ
か
ら
、
出
現
率
は
六
・
四
％
。
一
〇
〇
曲
に
六

曲
か
ら
七
曲
に
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
現
す
る
わ
け
だ
。
明
治
時
代
以

降
の
状
況
に
比
べ
る
と
、
約
一
三
倍
も
楽
器
の
音
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
時
代
以
降
の
近
・
現
代
は
、
江
戸
時
代
ほ
ど
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が

出
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

ち
な
み
に
、
明
治
時
代
以
降
、
西
欧
音
楽
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
楽
器
の
音
は
、
ギ
タ
ー
だ
け
。
残
り
は

太
鼓
・
三
味
線
・
笛
と
い
っ
た
日
本
古
来
の
楽
器
の
音
で
あ
る
こ
と
は
、
驚
き
で

あ
る
。
唱
歌
に
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
・
フ
ル
ー
ト
の
音
、
童
謡
に
は
ラ
ッ
パ
の
音
が

出
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
代
日
本
人
の
大
人
の
心
に
は
、
太
鼓
や
笛
や
三
味
線

と
い
っ
た
日
本
古
来
の
楽
器
の
音
の
方
が
訴
え
か
け
が
大
き
い
ら
し
い
。
郷
愁
を

さ
そ
う
の
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、「
表
１
」
か
ら
、
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
に
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音

語
を
含
ん
だ
曲
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
奈
良
時
代
に
は
古
事
記
歌
謡
と

日
本
書
紀
歌
謡
に
一
曲
ず
つ
和
琴
の
音
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

全
く
同
じ
歌
謡
な
の
で
、
決
し
て
出
現
率
が
高
い
と
は
言
え
な
い
。 

室
町
時
代
の
狂
言
歌
謡
か
ら
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
目
立
ち
始
め
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
一
七
五
曲
中
二
曲
に
囃
子
楽
器
の
音
が
登
場
し
て
い
る
。
そ

れ
で
も
、
江
戸
時
代
に
比
べ
れ
ば
、
約
六
分
の
一
程
度
の
出
現
率
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
、
室
町
時
代
か
ら
目
立
ち
始
め
、
江
戸
時
代

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
近
・
現
代
に
は
衰
え
る
と
い
う
曲
線
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。 

従
っ
て
、
江
戸
時
代
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
頻
出
す
る
と
い
う
印
象
は
、

ひ
と
ま
ず
当
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
江
戸
時
代
の
資
料
と
し
て
は
歌
謡

集
『
松
の
葉
』
の
み
の
調
査
結
果
で
あ
る
。
他
の
作
品
や
資
料
を
調
査
し
て
み
た

ら
、
ど
う
な
の
か
。
果
た
し
て
同
じ
よ
う
な
結
果
が
出
る
の
か
。
他
の
時
代
で
も

同
様
な
不
安
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
歌
謡
以
外
の
資
料
の
調
査
を
行
い
、
各

時
代
の
傾
向
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

な
お
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
楽
器
の
音
は
、
音
楽
的
な
場
面
で
使
わ
れ
た
も
の
を

中
心
と
す
る
。
鈴
や
法
螺
貝
の
よ
う
に
動
物
除
け
に
人
が
持
ち
歩
い
た
り
、
あ
る

い
は
鐘
の
よ
う
に
、
時
刻
を
知
ら
せ
た
り
す
る
場
合
の
音
は
除
い
て
あ
る
。逆
に
、

瓢
箪
の
よ
う
に
、
楽
器
で
は
な
い
が
、
音
楽
的
な
場
面
で
太
鼓
に
み
た
て
て
叩
い

て
い
る
よ
う
な
場
合
は
楽
器
の
音
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
調
査
に
使
っ
た
本
文
は
、
以
下
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

で
あ
れ
ば
「
大
系
」、
そ
の
新
編
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
「
新
大
系
」
と
記
す
。

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
を
用
い
て
い
る
場
合
は
「
全
集
」、
そ
の
新
編
を

使
用
し
て
い
る
場
合
は
「
新
編
全
集
」
と
記
す
。
そ
の
ほ
か
、
個
別
的
な
資
料
の

場
合
は
、
使
用
し
た
資
料
名
を
そ
の
つ
ど
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 
四 
奈
良
時
代
の
楽
器
の
音 

「
表
１
」
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
古
事
記
歌
謡

と
日
本
書
紀
歌
謡
に
一
曲
ず
つ
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
例
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
全
く
同
じ
歌
謡
を
『
古
事
記
』（
新
編
全
集
）
と



 

（
七
五
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『
日
本
書
紀
』（
新
編
全
集
）
が
少
し
異
な
る
文
脈
で
使
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、

実
質
的
に
は
次
の
一
曲
と
な
る
。 

枯
野

か

ら

の

を 

塩し
ほ

に
焼
き 

其し

が
余あ

ま

り 

琴こ
と

に
作
り 

掻か

き
弾ひ

く
や 

由
良

ゆ

ら

の
門と

の 

門
中

と

な

か

の
海
石

い

く

り

に 

振ふ

れ
立た

つ 

漬な
づ

の
木
の 

さ
や
さ
や 

（『
古
事
記
』

下
巻
、
仁
徳
天
皇
） 

『
古
事
記
』
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
が
作
ら
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
事

情
に
よ
る
。
河
内
の
国
（
現
在
の
大
阪
）
に
と
て
も
高
い
木
が
あ
っ
た
。
そ
の
木

で
船
を
つ
く
っ
た
が
、
す
ば
ら
し
く
早
く
進
む
。
船
の
名
は
「
枯
野

か

ら

の

」。
や
が
て
船

は
役
目
を
終
え
た
の
で
、
薪
に
し
て
塩
を
焼
い
た
。
そ
の
焼
け
残
っ
た
木
材
で
琴

を
作
っ
た
が
、
そ
の
音
色
は
七
里
に
響
き
渡
っ
た
。
そ
れ
で
、
右
に
示
し
た
よ
う

な
歌
謡
が
歌
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

歌
謡
の
意
味
は
「
枯
野
と
名
付
け
ら
れ
た
船
を
薪
に
し
て
塩
を
焼
い
た
。
そ
の

焼
け
残
っ
た
木
で
琴
を
作
っ
た
。
そ
の
琴
を
か
き
鳴
ら
す
と
、
由
良
の
海
峡
に
あ

る
岩
に
揺
れ
な
が
ら
生
え
て
い
る
海
藻
の
よ
う
に
さ
や
さ
や
と
鳴
る
」。「
さ
や
さ

や
」
が
、
辺
り
に
響
き
渡
る
琴
の
音
で
あ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
で
の
歌
謡
由
来
の
説
明
は
、『
古
事
記
』
と
若
干
異
な
り
、
応
神

天
皇
に
ま
つ
わ
る
説
明
に
な
っ
て
い
る
が
、
歌
謡
そ
の
も
の
は
、
全
く
同
じ
。 

さ
て
、
琴
の
音
が
「
さ
や
さ
や
」。
琴
の
音
は
「
さ
や
さ
や
」
と
聞
こ
え
る
か
な

あ
と
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
は
、
い
さ
さ
か
納
得
し
に
く
い
。
も
し
か
し

た
ら
、
当
時
の
「
さ
や
さ
や
」
の
意
味
が
現
在
と
は
違
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
調
べ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
。「
さ
や
さ
や
」
と
い
う
擬
音
語
は
、『
古
事
記
』

に
、
次
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。 

冬
木
の
す
か
ら
が
下
木
の
さ
や
さ
や
（『
古
事
記
』
中
巻
、
応
神
天
皇
） 

ま
っ
す
ぐ
な
冬
木
の
幹
の
下
に
生
え
て
い
る
低
木
が
風
に
揺
れ
て
た
て
る
音
が
、

「
さ
や
さ
や
」。
現
在
の
「
さ
や
さ
や
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。 

と
す
る
と
、
他
に
「
さ
や
さ
や
」
と
し
て
も
不
自
然
で
な
い
事
情
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
こ
に
出
て
く
る
琴
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
知
る
十
三
弦
の
筝
の

琴
と
は
違
っ
て
い
て
、
和
琴
で
あ
る
。
和
琴
は
、
六
弦
で
あ
り
、
琴
爪
を
使
わ
ず

に
指
で
弾
く
。
そ
の
た
め
に
さ
わ
や
か
で
か
そ
け
き
音
し
か
出
な
い
。
と
す
る
と
、

「
さ
や
さ
や
」
と
写
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

さ
ら
に
、
琴
の
音
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
以
降
、
松
風
の
音
に
譬

え
て
聞
く
習
慣
が
あ
る
。
松
風
の
音
は
、「
さ
や
さ
や
」
に
通
じ
て
い
る
。
と
す
る

と
、
な
お
の
こ
と
、
和
琴
の
音
を
松
風
に
通
じ
る
「
さ
や
さ
や
」
と
写
し
て
も
い

い
よ
う
に
思
え
、
納
得
で
き
る
。 

こ
の
ほ
か
、
歌
謡
に
限
ら
ず
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』『
風
土
記
』

（
す
べ
て
新
編
全
集
）
の
散
文
部
分
を
調
べ
て
み
た
が
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音

語
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』（
新
編
全
集
）
で
は
、「
枯
野
を

塩
に
焼
き
…
」
の
歌
謡
の
直
前
の
散
文
部
分
に
あ
る
「
鏗
鏘
而
」
の
語
句
を
「
ゆ

ら
に
」
と
読
み
、
和
琴
の
音
を
写
す
擬
音
語
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、「
鏗
鏘
而
」

の
語
句
は
、
そ
の
他
の
多
く
の
注
釈
書
の
よ
う
に
、「
さ
や
か
に
し
て
」
と
読
む
方

が
無
難
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
①
「
ゆ
ら
」
と
い
う
擬
音
語
は
、
奈
良

時
代
で
は
、
身
に
付
け
た
鈴
の
鳴
る
音
を
写
す
こ
と
が
多
い
、
②
「
鏗
鏘
而
」
を

「
ゆ
ら
に
」
と
読
ん
で
擬
音
語
扱
い
す
る
と
、
同
じ
和
琴
の
音
を
「
さ
や
さ
や
」

と
「
ゆ
ら
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
擬
音
語
で
形
容
し
た
こ
と
に
な
り
、
表
現
効

果
上
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
こ
の
稿
で
は
「
鏗
鏘
而
」
を
「
さ

や
か
に
し
て
」
と
読
み
、
擬
音
語
扱
い
し
て
い
な
い
。 



 

（
七
六
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こ
う
し
て
、
奈
良
時
代
の
現
存
す
る
作
品
に
は
、
楽
器
の
音
と
し
て
は
和
琴
の

音
を
写
す
擬
音
語
「
さ
や
さ
や
」が
み
ら
れ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

和
琴
は
、
奈
良
時
代
で
は
、
神
を
ひ
き
よ
せ
る
霊
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
重
要
な
楽
器
。
祭
祀
権
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
（
注
１
）
。
だ
か
ら
、
大
国
主
神

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

が
、

須
佐
之
男
命

す

さ

の

お

の

み

こ

と

か
ら
須
勢
理
毘
売

す

せ

り

び

め

を
連
れ
て
逃
げ
出
す
時
に
和
琴
を
一
緒
に
持
ち
出

し
て
い
る
。 

で
は
、
次
の
平
安
時
代
で
は
、
楽
器
の
音
を
う
つ
す
擬
音
語
は
見
ら
れ
る
の
か
。 

 

五 

平
安
時
代
に
は
楽
器
の
音
が
出
現
し
な
い 

平
安
時
代
の
次
の
よ
う
な
作
品
を
調
査
し
た
。 

①
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
竹
取
物
語
』（
新
編
全
集
）・『
う
つ
ほ
物
語
』（
新

編
全
集
）・『
落
窪
物
語
』（
大
系
）
・『
源
氏
物
語
』（
新
編
全
集
）・『
狭
衣
物

語
』（
大
系
）・
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
大
系
）・
『
堤
中
納
言
物
語
』（
大
系
） 

②
歌
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
伊
勢
物
語
』（
新
編
全
集
）・『
大
和
物
語
』（
新

編
全
集
）・『
篁
物
語
』（
篁
物
語
総
索
引
）・『
平
中
物
語
』（
新
編
全
集
） 

③
日
記
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
土
佐
日
記
』（
新
編
全
集
）・『
蜻
蛉
日
記
』（
新

編
全
集
）・『
和
泉
式
部
日
記
』（
新
編
全
集
）・『
紫
式
部
日
記
』（
新
編
全
集
）・

『
更
級
日
記
』（
新
編
全
集
）・『
讃
岐
典
侍
日
記
』（
新
編
全
集
） 

④
随
筆
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
枕
草
子
』（
新
編
全
集
） 

⑤
歴
史
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
大
鏡
』（
新
編
全
集
） 

⑥
歌
集
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
古
今
和
歌
集
』（
新
編
全
集
）・『
後
撰
和
歌
集
』

（
新
大
系
）・『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
大
系
） 

⑦
説
話
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
―
『
三
宝
絵
詞
』（
古
典
文
庫
）・『
今
昔
物
語
集
』（
新

大
系
）・『
法
華
百
座
法
談
聞
書
抄
』（
法
華
百
座
法
談
聞
書
抄
総
索
引
）・『
打

聞
集
』（
複
製
本 

古
典
保
存
会
）・
『
古
本
説
話
集
』
（
古
本
説
話
集
総
索
引
） 

こ
れ
だ
け
多
く
の
作
品
を
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬

音
語
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
文
学
作
品
の
み
な
ら
ず
、
平
安
時
代
の
辞
書
『
類

聚
名
義
抄
』（
観
智
院
本
）・『
色
葉
字
類
抄
』（
前
田
本
・
黒
川
本
）
も
調
べ
て
み

た
が
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
や
は
り
出
現
し
な
い
。 

楽
器
そ
の
も
の
は
、
平
安
時
代
の
作
品
や
資
料
の
多
く
に
登
場
す
る
。
た
と
え

ば
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
楽
器
が
見
ら
れ
る
。 

右
の
大
殿
の
三
郎
、
尚
侍
の
君
の
御
腹
の
兄
君
、
笙
の
笛
、
左
大
将
の
御
太

郎
、
横
笛
と（

マ
マ
）

吹
か
せ
て
、
簀
子
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
内
に
は
、
御
褥

し
と
ね

ど

も
並
べ
て
、
御
琴こ

と

ど
も
ま
ゐ
り
わ
た
す
。
秘
し
た
ま
ふ
御
琴
ど
も
、
う
る
は

し
き
紺
地
の
袋
ど
も
に
入
れ
た
る
取
り
出
で
て
、
明
石
の
御
方
に
琵
琶
、
紫

の
上
に
和
琴
、
女
御
の
君
に
筝
の
御
琴こ

と

、
宮
に
は
、
か
く
こ
と
ご
と
し
き
琴

は
ま
だ
え
弾
き
た
ま
は
ず
や
と
あ
や
ふ
く
て
、
例
の
手
馴
ら
し
た
ま
へ
る
を

ぞ
調
べ
て
奉
り
た
ま
ふ
。（「
若
菜
下
」『
源
氏
物
語
』
新
編
全
集
） 

こ
れ
は
、
大
邸
宅
に
住
む
光
源
氏
の
妻
た
ち
や
娘
が
楽
器
演
奏
を
行
う
、
有
名

な
女
楽
の
場
面
。
笙
、
横
笛
は
光
源
氏
に
ゆ
か
り
の
あ
る
男
の
子
た
ち
に
吹
か
せ

る
が
、
琴
は
す
べ
て
女
性
た
ち
が
弾
く
こ
と
に
。
明
石
の
上
は
琵
琶
、
紫
の
上
は

和
琴
（
六
弦
）、
明
石
の
女
御
は
箏
（
一
三
弦
）
の
琴
、
女
三
宮
は
、
使
い
馴
ら
し

て
あ
る
琴き

ん

（
七
弦
）
の
琴
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
演
奏
場
面
で
楽
器
は
し
ば
し
ば
登

場
す
る
の
だ
が
、
そ
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
全
く
出
現
し
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

楽
器
の
音
を
擬
音
語
で
写
す
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
楽

器
の
音
を
使
わ
ず
に
、
演
奏
場
面
を
ど
う
表
現
し
て
い
る
の
か
。 



 

（
七
七
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六 

楽
器
の
演
奏
は
比
喩
と
形
容
句
で 

琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て
て
お
も

し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。
和
琴
に
大
将
も
耳
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
、
な
つ
か
し
く
愛

敬
づ
き
た
る
御
爪
音
に
、
掻
き
返
し
た
る
音
の
め
づ
ら
し
く
い
ま
め
き
て
、

（
「
若
菜
下
」『
源
氏
物
語
』
新
編
全
集
） 

「
明
石
の
上
の
弾
く
琵
琶
は
、
際
立
っ
て
名
手
の
芸
を
思
わ
せ
、
神
々
し
い
ま

で
の
弾
き
よ
う
で
、
音
色
も
ど
こ
ま
で
も
澄
ん
で
面
白
く
聞
こ
え
る
。
紫
の
上
の

弾
く
和
琴
に
、
大
将
も
耳
を
傾
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
優
し
く
心
を
そ
そ
る
よ

う
な
爪
音
で
、
掻
き
返
し
の
音
色
も
め
っ
た
に
き
か
れ
な
い
ほ
ど
新
鮮
な
感
じ
で
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
楽
器
の
音
は
「
澄
み
は
て
て
お
も
し
ろ
く
」
と
か
「
な
つ

か
し
く
愛
敬
づ
き
た
る
」
と
か
「
め
づ
ら
し
く
い
ま
め
き
て
」
と
い
う
形
容
句
で

説
明
さ
れ
て
い
る
。 

琴き
ん

の
琴
の
継
承
を
語
る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
、
琴
の

演
奏
の
場
面
は
実
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
音
を
写

す
擬
音
語
は
、
決
し
て
現
れ
な
い
。
一
体
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

い
さ
さ
か
か
き
鳴
ら
し
て
、
大
曲

だ
い
ご
く

一
つ
を
弾
く
に
、
大
殿

お

と

ど

の
上
の
瓦

か
は
ら

、
砕く

だ

け

て
花
の
ご
と
く
散
る
。
い
ま
一
つ
仕
う
ま
つ
る
に
、
六
月
中
の
十
日
の
ほ
ど

に
、
雪
、
衾

ふ
す
ま

の
ご
と
く
凝こ

り
て
降ふ

る
。
（
「
俊
蔭
」
『
う
つ
ほ
物
語
①
』
新
編

全
集
） 

「
琴き

ん

で
大
曲
を
弾
く
と
、
御
殿
の
瓦
が
こ
な
ご
な
に
砕
け
て
花
の
よ
う
に
散
っ

て
く
る
。
も
う
一
曲
弾
く
と
、
暑
い
盛
り
の
頃
な
の
に
、
雪
が
布
団
を
敷
い
た
よ

う
に
固
ま
っ
て
降
る
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
比
喩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
現
代
人

が
読
む
と
、
誇
張
さ
れ
過
ぎ
た
比
喩
表
現
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
い
け

れ
ど
、
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
琴
の

演
奏
は
神
の
降
臨
を
い
ざ
な
う
神
秘
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
の
仕
方
を
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
（
注
２
）
。 

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
さ
ら
に
、
琴
の
音
が
響
く
と
き
は
、
山
が
崩
れ
て
、

地
震
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
た
り
、
大
空
か
ら
天
人
が
現
れ
た
り
し
て
い
る
。

琴
が
霊
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
こ
り
う
る
現
象
な
の
だ
。 

『
源
氏
物
語
』
に
な
る
と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
ほ
ど
、
誇
張
さ
れ
た
比
喩
は
見

当
た
ら
な
い
。
琴
の
音
で
あ
れ
ば
、
松
風
に
喩
え
る
程
度
で
あ
る
。 

人
離
れ
た
る
方
に
う
ち
と
け
て
す
こ
し
弾
く
に
、
松
風
は
し
た
な
く
響
き
あ

ひ
た
り
。
尼
君
も
の
悲
し
げ
に
て
寄
り
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
起
き
あ
が
り
て
、 

身
を
か
へ
て 

ひ
と
り
か
へ
れ
る 

山
里
に 

聞
き
し
に
似
た
る 

松
風

ぞ
吹
く 

（
「
松
風
」『
源
氏
物
語
』
新
編
全
集
） 

「
明
石
の
君
が
、
人
気
の
な
い
部
屋
で
気
ま
ま
に
琴き

ん

を
弾
く
と
、
松
風
が
聞
き

つ
け
て
き
ま
り
悪
い
く
ら
い
琴
の
音
に
調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
。
明
石
の
君
の
母

親
で
あ
る
尼
君
は
、
悲
し
げ
な
様
子
で
物
に
寄
り
臥
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、

起
き
上
が
っ
て
『
昔
と
違
っ
た
尼
姿
に
な
っ
て
一
人
帰
っ
て
来
た
山
里
に
は
、
明

石
の
浦
で
聞
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
松
風
が
吹
い
て
い
る
』
と
お
っ
し
ゃ
る
」
と

い
う
場
面
。
尼
君
の
歌
に
あ
る
「
松
風
」
は
、
娘
・
明
石
の
君
の
弾
く
琴
の
音
色

で
も
あ
る
。
琴
の
音
色
は
、
松
風
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
喩
え
は
、
当
時
和
歌
の
世
界
で
は
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、

『
源
氏
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
も
、

こ
ん
な
歌
が
あ
る
。 

琴
の
音
に 
峰
の
松
風 

か
よ
ふ
ら
し 

い
づ
れ
の
を
よ
り 

し
ら
べ
そ
め



 

（
七
八
） 

け
む
（『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
上
） 

「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
の
音
が
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
一
体
あ
の

松
風
は
ど
の
山
の
尾を

（
＝
琴
の
緒を

）
か
ら
、
美
し
い
音
を
奏
で
出
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
っ
た
意
味
の
歌
。
松
風
は
、
琴
の
音
色
に
似
て
い
る
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。 

こ
の
と
ら
え
方
は
、
奈
良
時
代
の
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
で
、
琴
の

音
を
「
さ
や
さ
や
」
と
葉
擦
れ
の
音
と
同
じ
擬
音
語
で
写
し
て
い
た
こ
と
に
通
じ

て
い
る
。
松
風
の
喩
え
は
、
江
戸
時
代
ま
で
脈
々
と
続
く
伝
統
的
な
琴
の
音
の
と

ら
え
方
に
な
っ
て
い
る
（
注
３
）
。 

 

平
安
時
代
で
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
楽
器
の
演
奏
場
面
が
詳
し
く
描

写
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
出
現
し
て
い
な
い
。

楽
器
の
音
は
比
喩
表
現
や
、「
お
も
し
ろ
し
」「
な
つ
か
し
」
な
ど
の
形
容
句
で
表

現
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
ぜ
、
多
数
の
平
安
文
学
作
品
を
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楽
器
の
音
を

写
す
擬
音
語
は
一
例
も
現
れ
な
い
の
か
。
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
、
平
安
文

学
作
品
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に
さ
え
な
っ

て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
と
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
女
楽
の
場
面
で
、
明
石
の
上
の

弾
く
琵
琶
に
対
し
て
、
室
町
時
代
に
出
現
す
る
琵
琶
の
音
「
ち
ん
ち
ん
」
を
入
れ

て
み
る
。
原
文
は
こ
う
で
あ
っ
た
。 

琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て
て
お
も

し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。（
「
若
菜
下
」『
源
氏
物
語
』） 

 

こ
の
原
文
に
、
琵
琶
の
音
を
写
す
擬
音
語
を
入
れ
て
み
る
。
次
の
よ
う
に
な
る
。 

琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
ち
ん
ち
ん
と
澄
み

は
て
て
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。（
作
例
） 

 

「
ち
ん
ち
ん
」
が
入
る
と
、
い
さ
さ
か
滑
稽
感
が
生
じ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
想

像
に
任
さ
れ
て
い
た
琵
琶
の
音
が
「
ち
ん
ち
ん
」
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
イ
メ

ー
ジ
が
膨
ら
ま
な
く
な
る
。
概
し
て
、
平
安
文
学
作
品
は
、
優
美
さ
を
重
ん
じ
、

余
情
の
美
を
重
ん
じ
る
。
そ
う
し
た
平
安
文
学
作
品
に
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬

音
語
は
な
じ
ま
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
ん
な
に
多
く
の
作
品

を
調
べ
て
み
て
も
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

で
は
、
次
の
鎌
倉
時
代
で
は
ど
う
か
。 

 

七 

鎌
倉
時
代
に
も
楽
器
の
音
が
出
現
し
な
い 

「
表
１
」
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
『
宴
曲
集
』
に
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語

が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
新
た
に
、
軍
記
物
語
ジ
ャ
ン
ル

の
『
平
家
物
語
』（
全
集
）・『
保
元
物
語
』（
大
系
）
・『
平
治
物
語
』（
大
系
）、
説

話
ジ
ャ
ン
ル
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
大
系
）・『
古
今
著
聞
集
』（
大
系
）、
随
筆
ジ

ャ
ン
ル
の
『
方
丈
記
』（
大
系
）・『
徒
然
草
』（
大
系
）、
歌
集
の
『
新
古
今
和
歌
集
』

（
全
集
）
を
調
査
し
て
み
た
が
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
や
は
り
出
現
し
な

い
。 も

ち
ろ
ん
、
楽
器
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。 

敦
忠
笛
を
吹
き
、
義
方
和
琴
を
弾
き
け
り
。
時
々
御
酒
ま
ゐ
り
て
、
弾
正
親

王
笙
を
ふ
く
。
重
明
親
王
笛
を
ふ
き
た
ま
ひ
け
り
。
又
勅
に
よ
り
て
、
和
琴

を
も
弾
じ
給
ひ
け
り
。
右
中
弁
希
世
朝
臣
、
左
中
弁
淑
光
朝
臣
た
ち
て
舞
ひ

侍
り
け
り
。（「
延
長
七
年
三
月
踏
歌
後
宴
の
御
遊
の
事
」『
古
今
著
聞
集
』
巻



 

（
七
九
） 

六
） 

年
始
の
祝
詞
の
後
で
行
う
酒
宴
で
の
様
子
を
書
い
た
部
分
で
あ
る
。
誰
が
笛
を

吹
い
た
の
か
、
誰
が
和
琴
を
弾
い
た
の
か
、
酒
を
飲
ん
で
か
ら
、
誰
が
笙
や
笛
を

吹
い
た
の
か
、
詔
勅
に
よ
っ
て
誰
が
和
琴
を
弾
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
る
が
、
楽
器
の
音
の
記
述
は
な
い
。 

も
う
一
例
、『
平
家
物
語
』
か
ら
引
用
し
て
み
る
。 

亀
山
の
あ
た
り
ち
か
く
、
松
の
一
む
ら
あ
る
か
た
に
、
か
す
か
に
琴
ぞ
き
こ

え
け
る
。
峰
の
嵐
か
松
風
か
、
た
づ
ぬ
る
人
の
琴
の
音
か
、
お
ぼ
つ
か
な
く

は
思
へ
ど
も
、
駒
を
は
や
め
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
片
折
戸
し
た
る
内
に
琴
を
ぞ

ひ
き
す
ま
さ
れ
た
る
。
ひ
か
へ
て
是
を
き
き
け
れ
ば
、
す
こ
し
も
ま
が
ふ
べ

う
も
な
き
、
小
督
殿
の
爪
音
な
り
。
楽
は
な
ん
ぞ
と
き
き
け
れ
ば
、
夫
を
想

う
て
恋
ふ
と
よ
む
、
想
夫
恋
と
い
ふ
楽
な
り
。（「
小
督
」『
平
家
物
語
』
巻
六
） 

傍
線
部
「
か
す
か
に
琴
ぞ
き
こ
え
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
琴
の
音
が
具
体
的
に

記
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
音
は
峰
の
嵐
か
松
風
か
と

い
う
喩
え
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
傍
線
部
「
片
折
戸
し
た
る
内
に
琴
を

ぞ
ひ
き
す
ま
さ
れ
た
る
」
と
あ
る
の
で
、
琴
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
現
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
を
抱
く
の
だ
け
れ
ど
、
や
は
り
出
て
こ
な
い
。
こ
ん
な

ふ
う
に
琴
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
出
現
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
余
裕
を
感
じ
る
文
章

で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
出
現
し
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
平
安
時
代
と
同
じ
く
、
楽

器
の
音
を
記
す
こ
と
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

滑
稽
感
を
排
除
し
た
い
、
具
体
性
を
排
除
し
た
い
と
い
う
配
慮
が
働
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。 

そ
の
た
め
、
楽
器
の
演
奏
場
面
は
、
平
安
時
代
と
同
じ
く
誇
張
し
た
比
喩
的
な

表
現
や
形
容
句
で
済
ま
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、 

凡
お
よ
そ

こ
の
后

き
さ
き

の
琴
の
音
を
聞
い
て
は
、
武た

け

き
も
の
の
ふ
の
怒い

か

れ
る
も
や
は
ら
ぎ
、

飛
鳥

と
ぶ
と
り

も
落
ち
、
草
木
も
ゆ
る
ぐ
程ほ

ど

な
り
。
況
哉

い
は
ん
や

い
ま
を
か
ぎ
り
の
叡
聞

え

い
ぶ
ん

に
そ

な
へ
ん
と
、
泣
く
泣
く
ひ
き
給
ひ
け
ん
、
さ
こ
そ
は
お
も
し
ろ
か
り
け
め
。

（
「
咸
陽
宮
」『
平
家
物
語
』
巻
五
） 

「
総
じ
て
后
の
弾
く
琴
の
音
を
聞
い
て
は
、
猛
々
し
い
武
士
が
怒
っ
て
い
た
の

も
和
ら
ぎ
、
飛
ん
で
い
る
鳥
も
地
面
に
落
ち
、
草
木
も
揺
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

平
常
で
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
死
を
目
前
に
し
た
皇
帝
に
聞
い
て
い
た
だ

く
の
は
こ
れ
が
最
後
と
、
泣
く
泣
く
お
弾
き
に
な
っ
た
琴
の
音
は
、
そ
れ
こ
そ
情

趣
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
琴
の
音
色
は
、
猛
々
し
い
武
士
が

怒
っ
て
い
た
の
も
や
わ
ら
げ
、
飛
ん
で
い
る
鳥
も
地
面
に
落
と
し
、
草
木
も
揺
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
誇
張
さ
れ
た
喩
え
を
使
っ
て
い
る
。
最
後
に
、「
さ
こ
そ
は
お

も
し
ろ
か
り
け
め
」
と
形
容
句
で
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。 

こ
う
し
て
、
鎌
倉
時
代
は
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
に
対
し
て
は
、
平
安
時

代
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
次
の
室
町
時
代
に
な
る
と
、
ど

う
か
。 

 

八 

室
町
時
代
の
狂
言
歌
謡
に
囃
子
楽
器
の
音 

室
町
時
代
に
な
る
と
、「
表
１
」
で
は
、
狂
言
歌
謡
二
曲
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬

音
語
が
登
場
し
て
い
た
。
狂
言
歌
謡
と
い
う
の
は
、
舞
台
芸
能
で
あ
る
狂
言
で
使

わ
れ
る
歌
謡
の
こ
と
。
ど
ん
な
楽
器
の
音
が
出
現
す
る
の
か
。
ま
ず
は
、
一
曲
目

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

一
の
瀬
殿
は
正
体

し
ょ
だ
ひ

な
い
人
で
。
え
踊
ら
ぬ
我
に
踊
れ
と
仰お

し
ゃ
る
。
踊
り
て



 

（
八
〇
） 

振
り
を
見
せ
ま
ゐ
ら
せ
う
ま
ゐ
ら
せ
う
。
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
、

て
れ
つ
く
に
て
れ
つ
く
に
、
し
た
ん
に
、
た
た
ん
に
、
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ

ぽ
、
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
ぽ
、
え
い
は
ら
に
は
ら
に
、
え
い
き
り
に
き
り

に
、
か
ら
り
ち
ん
に
、
ひ
ゆ
や
に
ゆ
や
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ
ゆ
や
に
、

つ
い
や
つ
い
や
、
つ
い
や
ろ
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ
っ
。（「
狂
言
歌
謡
」

小
舞
「
一
の
瀬
」『
中
世
近
世
歌
謡
集
』
大
系
） 

傍
線
の
部
分
が
、
こ
れ
ま
で
楽
器
の
音
を
表
す
擬
音
語
を
含
む
と
考
え
て
き
た

箇
所
で
あ
る
。
驚
く
ば
か
り
に
長
い
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
長
い
の
か
。
ま
ず
、
太

鼓
、
鼓
、
鉦
、
笛
と
い
っ
た
複
数
の
楽
器
の
音
が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次

に
、
単
に
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
で
は
な
く
、
楽
器
の
旋
律
・
奏
法
を
表
す
楽

譜
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
楽
譜
は
、
単
に
楽
器
の
音
を
写
し
た
だ
け
の
擬
音
語

よ
り
は
長
く
な
り
や
す
い
。 

後
者
の
、
擬
音
語
が
楽
譜
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し

て
お
き
た
い
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
楽
器
の
旋
律
を
覚
え
よ
う
と
す
る
と
、
西

洋
音
楽
の
影
響
を
受
け
た
五
線
譜
の
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
を
中
心
に
記
憶
す
る
。

「
ミ
ソ
ラ
ソ
ミ
ソ
ド
ド 

ラ
ラ
ソ
ミ
ド
レ
ミ
」（
文
部
省
唱
歌
「
春
の
小
川
」）
な

ど
と
。 

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
以
前
は
、
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
・
三
味
線
な
ど
は
、

擬
音
語
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
楽
譜
を
唱
え
て
旋
律
や
奏
法
を
覚
え
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
小
鼓
な
ら
、
強
く
低
い
音
を
出
す
時
の
楽
譜
は
「
ポ
」。
そ
う
聞
こ
え

る
音
だ
か
ら
で
あ
る
。
弱
く
低
い
音
を
出
す
時
の
楽
譜
は
「
プ
」。
そ
う
聞
こ
え
る

音
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
強
く
高
い
音
を
出
す
時
の
楽
譜
は
「
タ
」。
弱
く
高

い
音
を
出
す
時
の
楽
譜
は
「
チ
」。
と
も
に
、
そ
う
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
か
ら
き
た
楽

譜
。
つ
ま
り
、
擬
音
語
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
楽
譜
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
楽
譜

を
記
せ
ば
、
そ
れ
は
擬
音
語
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
る
。
右
の

狂
言
歌
謡
の
詞
章
の
中
の
「
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
ぽ
」

は
、
小
鼓
の
楽
譜
で
も
あ
る
が
、
そ
の
音
を
写
す
擬
音
語
で
も
あ
る
。
促
音
「
ッ
」

は
、
休
止
符
を
意
味
す
る
。 

ま
た
、
能
・
狂
言
で
使
う
太
鼓
な
ら
、
楽
譜
は
「
テ
ン
」「
テ
・
レ
」「
ツ
・
ク
」

を
基
本
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
う
聞
こ
え
る
音
を
出
す
打
ち
方
だ
か
ら
で

あ
る
。
狂
言
歌
謡
の
中
の
、「
て
れ
つ
く
に
て
れ
つ
く
に
」
の
「
て
れ
つ
く 

て
れ

つ
く
」
の
部
分
が
、
楽
譜
を
ふ
ま
え
た
太
鼓
の
音
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
「
に
」

は
、
格
助
詞
で
あ
り
、
楽
譜
で
は
な
い
。「
ど
ん
ど
ん
ど
ん
に
ど
ん
ど
ん
ど
ん
」
の

よ
う
な
と
き
に
使
う
添
加
の
意
味
を
持
つ
助
詞
で
あ
る
。 

笛
も
、
擬
音
語
か
ら
来
た
楽
譜
を
使
う
。
旋
律
を
奏
で
る
の
で
、
鼓
や
太
鼓
の

よ
う
な
打
楽
器
よ
り
も
、
楽
譜
は
複
雑
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
擬
音
語
由
来
の

楽
譜
で
あ
る
。
そ
の
楽
譜
を
口
で
唱
え
て
、
ま
ず
暗
記
す
る
。「
ヒ
ウ
ル
イ
ヒ
ョ
イ

ウ
リ
」「
ヲ
ヒ
ャ
ラ
イ
ヒ
ウ
ヤ
」
な
ど
と
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
暗
記
す
る
た
め
に
楽

譜
を
口
ず
さ
む
こ
と
を
「
唱
歌
（
し
ょ
う
が
）」
と
い
う
。
童
謡
・
唱
歌
（
し
ょ
う

か
）
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、「
し
ょ
う
が
」
の
場
合
は
、
以
下
、
か
ぎ
か
っ
こ
を

つ
け
て
「
唱
歌
」
と
す
る
。
笛
に
か
ぎ
ら
ず
、
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
・
三
味
線
な

ど
も
「
唱
歌
」
で
旋
律
や
奏
法
を
ま
ず
暗
記
す
る
。 

狂
言
歌
謡
の
傍
線
部
「
ひ
ゆ
や
に
ゆ
や
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ
ゆ
や
に
、
つ

い
や
つ
い
や
、
つ
い
や
ろ
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ
っ
」
の
部
分
が
、
笛
の
「
唱

歌
」
か
ら
来
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
。
だ
が
、
本
当
に
「
唱
歌
」
か
ら
来
て
い
る
の

か
。
鼓
や
太
鼓
と
違
っ
て
楽
譜
が
複
雑
な
の
で
、
次
の
よ
う
な
資
料
を
使
っ
て
「
唱
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歌
」
の
楽
譜
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
。
古
い
時
代
の
笛
の
「
唱
歌
」
の
資
料

は
現
存
し
な
い
の
で
、
能
・
狂
言
で
の
笛
の
吹
き
方
を
現
在
に
伝
え
る
、
次
の
よ

う
な
資
料
を
使
っ
た
。 

『
一
噌
流

い
っ
そ
う
り
ゅ
う

唱
歌
集
（
上
）（
下
）』（
わ
ん
や
書
店
）、『
一
噌
流
笛 

大
倉
流
小

鼓 

高
安
流
大
鼓 

観
世
流
太
鼓 

四
拍
子
手
附
大
成 

第
一
輯
上
』（
檜
大
瓜

堂
書
店
）、『
森
田
流
笛 

幸
流
小
鼓 

葛
野
流
大
鼓 

金
春
流
太
鼓 

四
拍
子
手

附
大
成 

第
一
輯
』（
檜
大
瓜
堂
書
店
）、『
笛ふ

え

并
な
ら
び
に

皷
大
小

つ
づ
み
だ
い
し
ょ
う

太
鼓

た

い

こ

打
合
段

う

ち
あ
い
だ
ん

』（
宮

良
殿
内
文
庫
）、『
大
癋

お

お

べ
し

・
渡
り
拍
子
（
森
田
流
笛
唱
歌
）』（
檜
書
店
）、
『
鞨

鼓
（
森
田
流
笛
唱
歌
）』（
檜
書
店
） 

こ
れ
ら
の
資
料
で
、
笛
の
「
唱
歌
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
す
べ
て
「
唱
歌
」
に

使
う
楽
譜
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ひ
ゆ
や
に
ゆ
や
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ

ゆ
や
に
、
つ
い
や
つ
い
や
、
つ
い
や
ろ
に
、
ち
ゃ
う
ら
ら
に
、
ひ
っ
」
に
使
わ
れ

て
い
る
「
ひ
」「
ゆ
」「
や
」「
ち
ゃ
う
」「
ら
」「
つ
」「
い
」「
ろ
」
は
、
す
べ
て
笛

の
「
唱
歌
」
に
使
う
楽
譜
な
の
だ
。
間
に
入
っ
て
い
る
「
に
」
は
、
先
ほ
ど
と
同

じ
格
助
詞
で
あ
る
。「
に
」
が
入
る
と
、
楽
譜
の
連
続
よ
り
も
一
息
つ
け
る
余
裕
が

生
ま
れ
る
。 

こ
う
し
て
、
傍
線
部
の
う
ち
「
て
れ
つ
く 

て
れ
つ
く
」「
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ

ぽ
、
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
ぽ
」「
ひ
ゆ
や 

ゆ
や
、
ち
ゃ
う
ら
ら
、
ひ
ゆ
や
、
つ

い
や
つ
い
や
、
つ
い
や
ろ
、
ち
ゃ
う
ら
ら
、
ひ
っ
」
は
、
擬
音
語
由
来
の
楽
譜
で

も
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

ま
た
、
狂
言
歌
謡
に
付
し
た
傍
線
部
「
か
ら
り
ち
ん
」
は
、
部
分
的
に
は
楽
譜

を
ふ
ま
え
て
い
る
が
、
聞
こ
え
る
ま
ま
の
音
を
入
れ
込
ん
だ
鉦
の
音
と
考
え
ら
れ

る
。
鉦
の
楽
譜
は
、「
チ
ン
」
と
「
チ
チ
ン
」
が
基
本
で
あ
る
。「
か
ら
り
ち
ん
」

は
、「
ち
ん
」
の
部
分
の
み
楽
譜
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
同
じ
く
傍
線
部
の
「
し
た
ん
に
、
た
た
ん
に
」
は
、
楽
譜
と
は
関
係
の

な
い
、
普
通
の
大
鼓
の
音
を
写
す
擬
音
語
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
大
鼓

の
楽
譜
は
、「
ツ
」
「
チ
ョ
ン
」
を
基
本
と
す
る
の
で
、
楽
譜
で
は
な
い
こ
と
が
明

ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
江
戸
時
代
に
下
る
の
だ
が
、
歌
謡
集
『
落
葉
集
』

に 

藤
内
四
郎
殿
は
い
の
、
大
皷
（=

大
鼓
）
の
役
で
し
っ
た
ん
し
っ
た
ん
し
っ
た

ん
（『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
六
、
東
京
堂
出
版
） 

と
い
う
例
が
み
ら
れ
る
。「
し
た
ん
」
は
、
右
側
の
鼓
の
音
「
し
っ
た
ん
」
と
類

似
し
て
お
り
、
大
鼓
の
音
を
写
す
擬
音
語
と
見
て
も
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。 

こ
う
し
て
、
狂
言
歌
謡
の
傍
線
部
の
意
味
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
の

だ
が
、
ま
だ
、
分
か
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」

と
「
え
い
は
ら
に
は
ら
に
、
え
い
き
り
に
き
り
に
」
で
あ
る
。 
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「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」
と
は 

従
来
、
狂
言
歌
謡
の
歌
詞
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、「
注
」
を
み
て
も
、「『
く
ゎ
ん
こ
』

以
下
は
や
し
の
楽
器
の
譜
」（
注
４
）
と
か
、「
く
ゎ
ん
こ
」
以
下
の
部
分
に
「
囃
子
（
鐘（

マ
マ
）

、

太
鼓
、
笛
な
ど
）
の
譜
」（
注
５
）

と
か
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
以
上

の
よ
う
に
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、「
く
ゎ
ん
こ
」
以
下
の
傍
線
部
す
べ
て
が
楽

器
の
楽
譜
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
。「
に
」
を
い
れ
た
り
、
普
通

の
擬
音
語
を
加
え
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
ま
だ
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」
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「
え
い
は
ら
に
は
ら
に
、
え
い
き
り
に
き
り
に
」
も
楽
器
の
楽
譜
で
は
な
い
可
能

性
が
高
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
、
楽
譜
に
は
全
く
出
て
こ
な
い
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
何
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
ど
ち
ら
も
一
種
の
囃

子
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
ず
、「
え
い
は
ら
に
は
ら
に
、
え
い
き
り
に
き
り
に
」
に
つ
い
て
。「
え
い
」

と
い
う
言
葉
は
、
囃
子
言
葉
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
感
動
詞
で
あ
る
。「
え
い
え
い
え

い
、
え
い
さ
ら
え
い
さ
ら
」（『
落
葉
集
』）
の
よ
う
に
。「
は
ら
に
は
ら
に
」「
き
り

に
き
り
に
」
は
、
語
調
の
良
さ
を
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
語
句
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
言
え
ば
、「
は
ら
は
ら
」「
き
り
き
り
」
と
い
う
擬
態
語
を
、
楽
譜
に
「
に
」

を
入
れ
て
区
切
っ
た
よ
う
に
、「
は
ら
に
は
ら
に
」「
き
り
に
き
り
に
」
と
し
た
可

能
性
の
あ
る
囃
子
言
葉
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
①
江
戸
時
代
の
歌
謡
集
『
松
の

菜
』
に
、
砧
の
音
を
写
す
擬
音
語
「
は
ら
は
ら
」
を
、「
え
い
は
ら
は
ら
」（
巻
一
、

不
詳
組
）
と
、「
え
い
」
に
続
け
た
例
が
見
ら
れ
る
、
②
囃
子
言
葉
に
は
、「
ず
い

こ
ん 

ず
い
こ
ん
」（
＝
木
を
挽
く
音
）
の
よ
う
に
、
擬
音
語
・
擬
態
語
を
入
れ
込

む
場
合
も
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
（
注
６
）
。 

次
に
、「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」
に
つ
い
て
。
こ
の
言
葉
も
、
従
来
、

楽
器
の
楽
譜
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
楽
譜
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
楽

譜
に
こ
う
し
た
語
句
が
見
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
狂
言
歌
謡
で
の
楽
器
の

楽
譜
は
、
す
べ
て
格
助
詞
「
に
」
で
受
け
て
い
た
。「
て
れ
つ
く
に
て
れ
つ
く
に
」

「
ひ
ゆ
や
に
ゆ
や
に
」「
ち
ゃ
う
ら
ら
に
」
の
よ
う
に
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
部

分
だ
け
は
、
「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」
と
詠
嘆
の
意
を
持
つ
終
助
詞

「
や
」
で
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
く
ゎ
ん
こ
」
が
、
楽
譜
で
は
な
い
と
す
る
と
、
何
な
の
か
。
ま
た
ま
た
囃
子

言
葉
か
。
囃
子
言
葉
に
は
違
い
な
い
が
、
単
に
語
調
を
整
え
る
だ
け
の
囃
子
言
葉

で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
漢
語
に
使
う
「
く
ゎ
」
と
い
う
特
別
な
音
を
使

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
囃
子
言
葉
で
あ
っ
た
ら
、
普
通
に
使
う
「
か
」

の
音
で
事
足
り
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
く
ゎ
」
の
音
に
し
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
漢

語
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。 

「
く
ゎ
ん
こ
」
と
は
、
ど
ん
な
意
味
の
言
葉
な
の
か
。「
歓
呼
（
＝
喜
ん
で
大
声

を
上
げ
る
こ
と
）」「
喚
呼
（
＝
呼
ぶ
こ
と
）」「
煥
乎
（
＝
輝
か
し
い
さ
ま
）」
が
候

補
に
挙
が
る
。
す
べ
て
、
当
時
「
く
ゎ
ん
こ
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
漢
語
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
元
気
づ
け
の
囃
子
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、「
歓
呼
」
で
あ
ろ

う
。
喜
び
の
た
め
に
み
ん
な
が
大
声
を
あ
げ
る
と
い
う
意
味
の
漢
語
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
、「
歓
呼
」
と
い
う
漢
語
を
使
っ
た
の
は
、「
く
ゎ
ん
こ
」
と
い
う
言

葉
に
打
楽
器
の
音
を
思
わ
せ
る
語
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。 

こ
う
し
て
、「
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
く
ゎ
ん
こ
や
」「
え
い
は
ら
に
は
ら
に 

え

い
き
り
に
き
り
に
」
は
、
楽
器
の
楽
譜
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
漢
語

由
来
の
囃
子
言
葉
で
あ
っ
た
り
、
擬
音
語
・
擬
態
語
由
来
の
囃
子
言
葉
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
。
ま
と
め
る
と
、
こ
の
狂
言
歌
謡
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
の
瀬
殿
は
、
酒
で
正
気
を
失
っ
て
、
踊
れ
な
い
私
に
踊
れ
と
お
っ
し
ゃ
る
。

踊
っ
て
そ
れ
ら
し
く
見
せ
ま
し
ょ
う
、
見
せ
ま
し
ょ
う
。
歓
呼

く

ゎ
ん
こ

歓
呼

く

ゎ
ん
こ

歓
呼

く

ゎ
ん
こ

や
、

「
て
れ
つ
く
」
に
「
て
れ
つ
く
に
」（
太
鼓
の
音
）、
「
し
た
ん
」
に
「
た
た
ん
」

に
（
大
鼓
の
音
）
、「
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ
ぽ
、
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
た
っ
ぽ
ぽ
」（
小

鼓
の
音
）
、
え
い
は
ら
に
は
ら
に 

え
い
き
り
に
き
り
に
、「
か
ら
り
ち
ん
」
に

（
鉦
の
音
）
、「
ひ
ゆ
や
」
に
「
ゆ
や
」
に
「
ち
ゃ
う
ら
ら
」
に
「
ひ
ゆ
や
」
に
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「
つ
い
や
つ
い
や
、
つ
い
や
ろ
」
に
「
ち
ゃ
う
ら
ら
」
に
「
ひ
っ
」（
笛
の
音
）
。 

楽
譜
の
合
間
に
適
宜
「
に
」
を
は
さ
ん
で
、
余
裕
を
持
た
せ
、
楽
譜
で
は
な
い

普
通
の
擬
音
語
も
い
れ
て
、
お
囃
子
楽
器
の
に
ぎ
や
か
な
楽
し
さ
を
歌
っ
た
歌
謡

で
あ
る
。 

十 

「
ち
や
う
ん
う
ち
や
う
ん
う
」
と
は 

二
曲
目
の
狂
言
歌
謡
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
解
釈
が
難
し
く
、
不

明
な
点
が
多
い
け
れ
ど
、
簡
潔
に
結
果
だ
け
を
示
し
て
お
こ
う
。 

踊を
ど

ろ
と
儘ま

ま

よ
。
は
ね
ぎ
ろ
と
儘
よ
。
一
夜
は
抱
い
て
寝
よ
ず
も
の
を
、
一
夜

は
抱
い
て
寝
よ
ず
も
の
を
。
て
い
つ
く
て
て
、
し
て
て
、
て
い
つ
く
て
て
、

し
て
て
、
つ
く
ど
、
つ
く
ど
、
て
い
つ
く
ど
に 

ぷ
ぽ
っ
、
ぽ
っ
ぽ
ぽ
、
ち

ゃ
ん
、
ち
ゃ
ん
、
ち
ゃ
ん
、
ち
や
ち
や
し
ち
や
ち
や
、
ち
や
ち
や
、
ち
や
う

ん
う
ち
や
う
ん
う
、
り
ん
り
り
ん
り
ろ
ら
う
ろ
ら
う
、
ひ
ゆ
や
ら
い
る
ろ
う

の
、
ひ
い
。（
小
舞
「
踊
と
儘
」）。 

「
て
い
つ
く
て
て
、
し
て
て
、
て
い
つ
く
て
て
、
し
て
て
、
つ
く
ど
、
つ
く
ど
、

て
い
つ
く
ど
」
は
、
楽
譜
を
あ
る
程
度
ふ
ま
え
つ
つ
太
鼓
の
音
を
模
し
た
擬
音
語
。

「
ぷ
ぽ
っ
、
ぽ
っ
ぽ
ぽ
」
は
、
楽
譜
を
ふ
ま
え
た
小
鼓
の
音
。「
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
ち

ゃ
ん
」
は
、
当
た
り
鉦
の
楽
譜
を
ふ
ま
え
た
擬
音
語
。
最
後
の
「
り
ん
り
り
ん
り

ろ
ら
う
ろ
ら
う
、
ひ
ゆ
や
ら
い
る
ろ
う
の
、
ひ
い
」
も
、
楽
譜
に
の
っ
と
っ
た
笛

の
音
。
す
で
に
列
挙
し
た
『
一
噌
流
唱
歌
集
（
上
）（
下
）
』（
わ
ん
や
書
店
）
以
下

の
「
唱
歌
」
で
、「
り
」「
ろ
」「
ら
」「
う
」「
ひ
」「
ゆ
」「
や
」「
い
」
の
楽
譜
を

使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
途
中
に
入
っ
て
い
る
「
の
」
は
、
楽
譜
で
は
な
く
、

一
息
入
れ
る
た
め
の
「
に
」
と
同
じ
役
割
を
し
て
い
る
助
詞
「
の
」
で
あ
る
。 

「
ち
や
ち
や
し
ち
や
ち
や 

ち
や
ち
や 

ち
や
う
ん
う
ち
や
う
ん
う
」
は
、
か

な
り
悩
ま
さ
れ
た
語
句
で
あ
る
。
囃
子
言
葉
に
し
て
は
、
語
感
が
し
っ
く
り
し
な

い
の
だ
。
し
か
し
、「
う
ん
う
」
が
、
中
国
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
「
雲
雨

う

ん

う

」
と
考
え

る
と
、
割
合
す
っ
き
り
解
釈
で
き
る
。「
雲
雨
」
は
、
楚
の
襄
王
が
、
朝
に
は
雲
と

な
り
、
夕
べ
に
は
雨
と
な
る
と
い
う
巫
山
の
神
女
を
夢
見
て
、
そ
れ
と
契
り
を
交

わ
し
た
と
い
う
故
事
か
ら
、「
雲
雨
」
が
男
女
の
契
り
を
意
味
す
る
言
葉
に
な
っ
て

い
る
。「
う
ん
う
」
が
、
男
女
の
契
り
な
ら
、「
ち
や
」
は
「
千
夜

ち

や

」
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、「
ち
や
」
に
「
千
夜
」
を
あ
て
る
の
は
、
訓
と
音
の
組
み
合
わ
せ
で
問
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、「
ち
や
ち
や
し
ち
や
」
と
続
く
文
面
に
「
七
夜

し

ち

や

」

と
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
千
夜

ち

や

」
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
て
、
例
示
し
た
狂
言
歌
謡
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
な
お
、
冒

頭
部
分
に
あ
る
「
は
ね
ぎ
る
」
は
、
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
。
従
来
、「
飛
び
跳
ね

る
」
の
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
が
（
注
７
）
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。 

踊
っ
た
っ
て
か
ま
う
も
ん
か
、
拒
否
し
た
っ
て
か
ま
う
も
ん
か
、
一
夜
は
抱

い
て
寝
る
ん
だ
も
の
、
一
夜
は
抱
い
て
寝
る
ん
だ
も
の
。「
て
い
つ
く
て
て
、

し
て
て
、
て
い
つ
く
て
て
、
し
て
て
、
つ
く
ど
、
つ
く
ど
、
て
い
つ
く
ど
」

（
太
鼓
の
音
）
、
「
ぷ
ぽ
っ
、
ぽ
っ
ぽ
ぽ
」（
小
鼓
の
音
）
、
「
ち
ゃ
ん
、
ち
ゃ
ん
、

ち
ゃ
ん
」（
鉦
の
音
）
、
千
夜
千
夜
七
夜
千
夜 

千
夜
千
夜 

千
夜
の
ち
ぎ
り
千

夜
の
ち
ぎ
り
。「
り
ん
り
り
ん
り
ろ
ら
う
ろ
ら
う
、
ひ
ゆ
や
ら
い
る
ろ
う
」
の
、

「
ひ
い
」（
笛
の
音
）
。 

男
女
の
仲
を
あ
お
る
よ
う
に
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
が
効
果
的
に
入
り
込

ん
で
歌
謡
の
調
子
を
高
め
て
い
る
。 

狂
言
歌
謡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
賑
や
か
で
楽
し
気
な
囃
子
楽
器
の
音
が
盛
り
こ
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ま
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
楽
器
の
音
は
、
単
な
る
写
実
的
な
楽
器
の
音
で
は
な
く
、

楽
譜
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
狂
言
歌
謡
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
楽
譜
だ
け
で
は
な
く
、
助
詞
「
に
」
や
「
の
」
を
加
え
た
り
、
あ
る
い
は
、

普
通
の
擬
音
語
を
加
え
た
り
し
て
、
余
裕
と
面
白
さ
を
付
加
し
て
い
る
こ
と
も
注

目
す
べ
き
点
で
あ
る
。 

十
一 

狂
言
に
集
中
的
に
出
現
す
る 

で
は
、
室
町
時
代
に
は
、
狂
言
歌
謡
以
外
の
作
品
や
資
料
に
楽
器
の
音
を
表
す

擬
音
語
が
出
現
し
て
い
る
の
か
。
軍
記
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
『
太
平
記
』（
大
系
）・『
義

経
記
』（
全
集
）、
法
語
ジ
ャ
ン
ル
の
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
全
集
）・『
歎
異
抄
』

（
全
集
）、
作
法
書
ジ
ャ
ン
ル
の
『
連
歌
論
集
』（
全
集
）・『
能
楽
論
集
』（
全
集
）、

『
連
歌
論
』（
全
集
）、
室
町
末
期
の
辞
書
『
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
）
を
調
べ
て

み
た
が
、
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。 

一
方
、
狂
言
の
台
本
に
は
、
歌
謡
以
外
の
部
分
に
も
楽
器
の
音
を
表
す
擬
音
語

が
頻
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
講
義
録
で
あ
る
「
抄
物
」
資
料
に
も
、
短
い
楽
器
の

音
が
見
ら
れ
る
が
、
狂
言
台
本
に
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
他
、
謡
曲
や
御
伽
草
子

な
ど
に
も
、
少
し
だ
が
楽
器
の
音
が
見
ら
れ
る
。
以
下
用
例
を
示
し
て
お
こ
う
。 

用
例
の
抽
出
に
用
い
た
の
は
、『
狂
言
集
（
上
）（
下
）』（
大
系
）、『
謡
曲
集
（
上
）

（
下
）
』
（
大
系
）
、
『
御
伽
草
子
』
（
大
系
）
、
古
川
久
編
『
狂
言
辞
典 

語
彙
編
』

（
東
京
堂
）、『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

室
町
時
代
編
』（
三
省
堂
）
で
あ
る
。
辞
典

類
に
出
て
来
た
用
例
は
、
元
に
な
っ
た
資
料
に
遡
っ
て
、
用
例
を
引
用
し
て
お
く
。 

ま
ず
は
、
狂
言
台
本
に
見
ら
れ
る
笛
の
音
。
狂
言
「
笠
の
下
」
に
は
、
次
の
よ

う
な
笛
の
音
が
見
ら
れ
る
。
一
夜
の
宿
を
借
り
る
こ
と
の
で
き
た
坊
さ
ん
は
、
宿

主
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
す
っ
か
り
い
い
気
持
ち
に
な
っ
て
地
蔵
舞
を
舞
い
な
が

ら
、
退
場
す
る
場
面
に
出
て
く
る
。 

右
の
方
へ
よ
ろ
よ
ろ
、
よ
ろ
り
よ
ろ
り
よ
ろ
り
と
、
よ
ろ
め
き
わ
た
る
地
蔵

坊
が
、
踊
っ
た
を
見
さ
い
の
（
＝
見
な
さ
い
よ
）。
ほ
つ
ひ
や
り
ほ
つ
ひ
や
り
。

ほ
っ
ぱ
い
ひ
や
ろ
の
ひ
っ
。（『
狂
言
記
の
研
究
上 

影
印
篇
』
勉
誠
社
） 

坊
さ
ん
は
、
浮
か
れ
て
地
蔵
舞
を
舞
い
な
が
ら
、「
ほ
つ
ひ
や
り
ほ
つ
ひ
や
り
。

ほ
っ
ぱ
い
ひ
や
ろ
の
ひ
っ
」
と
笛
の
旋
律
を
口
ず
さ
み
つ
つ
、
滑
稽
な
仕
草
を
し

な
が
ら
、
橋
が
か
り
を
通
っ
て
退
場
し
て
い
く
。 

従
来
、
こ
の
傍
線
部
に
関
し
て
は
、「
笛
の
唱
歌
」（
注
８
）

と
説
明
さ
れ
て
い
た
り
、

「
笛
の
音
の
形
容
」（
注
９
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
検
討
し
て
み
る
と
、

た
だ
の
「
笛
の
音
」
を
写
す
言
葉
で
も
な
く
、
全
体
が
「
笛
の
唱
歌
」
で
も
な
い
。

事
実
は
、
笛
の
「
唱
歌
」
を
ふ
ま
え
て
は
い
る
も
の
の
、「
ほ
っ
ぱ
い
」
と
い
う
言

葉
が
入
っ
て
い
た
り
、
助
詞
「
の
」
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
。
以
下
、
も
う
少
し

詳
し
く
説
明
し
よ
う
。 

笛
の
「
唱
歌
」
の
楽
譜
か
ど
う
か
の
検
討
は
、
す
で
に
あ
げ
た
『
一
噌
流
唱
歌

集
（
上
）（
下
）』
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
を
使
っ
た
。
す
る
と
、
傍
線
部
に
み
ら

れ
る
「
ホ
」「
ツ
」「
ヒ
」「
ヤ
」「
リ
」「
ロ
」
が
楽
譜
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の

で
、「
唱
歌
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 
十
二 
「
ほ
っ
ぱ
い
」
と
は 

問
題
は
「
ほ
っ
ぱ
い
」
で
あ
る
。
狂
言
「
笠
の
下
」
の
影
印
本
（『
狂
言
記
の
研

究
上 

影
印
篇
』
勉
誠
社
）
で
は
、「
は
」
の
箇
所
に
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
て
「
ば
」

を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
当
時
は
半
濁
音
の
表
記
が
確
立
し
て
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お
ら
ず
、
半
濁
音
も
濁
点
で
表
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
影
印
本
も
、
検
討
し
て
み

る
と
、
半
濁
音
を
濁
点
で
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
箇
所
は
、
促
音
「
っ
」

に
続
く
「
は
」
の
文
字
な
の
で
、「
ぱ
」
と
発
音
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

用
例
引
用
に
当
た
っ
て
は
「
ぱ
」
に
し
て
お
い
た
。 

「
ほ
っ
ぱ
い
」
に
含
ま
れ
る
「
ぱ
」
は
、
笛
の
楽
譜
に
は
な
い
の
で
、
こ
こ
は

「
唱
歌
」
で
は
な
い
。「
ば
」
や
「
は
」
と
し
て
も
、
同
じ
く
笛
の
楽
譜
に
は
な
い
。

で
は
、
何
か
。
狂
言
の
囃
子
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、『
日
本
国
語
大

辞
典
』（
小
学
館
）
に
「
ほ
っ
は
い
」
と
い
う
見
出
し
語
が
あ
り
、「
狂
言
の
は
や

し
こ
と
ば
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
ほ
っ
は
い
」
と
清
音
「
は
」
で
あ
る
が
、
半
濁

音
「
ぱ
」
に
修
正
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
促
音
「
っ
」
に
つ

づ
く
「
は
」
は
「
ぱ
」
に
な
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
で
も
、
役

者
が
「
ほ
っ
ぱ
い
、
ひ
う
ろ
、
ひ
い
」
な
ど
と
口
で
唱
え
て
終
わ
る
か
ら
で
あ
る

（
注
10

）
。
「
ほ
っ
ぱ
い
」
と
読
む
の
が
正
解
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
意
味
は
、
囃

子
言
葉
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
傍
線
部
全
体
は
、
笛
の
「
唱
歌
」
を
ふ
ま
え
て
は
い
る
が
、
囃
子

言
葉
や
、
助
詞
「
の
」
の
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

以
下
に
引
用
す
る
用
例
も
、
同
様
な
検
討
を
経
て
い
る
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
て

結
果
だ
け
を
示
し
て
い
く
。
次
例
は
、
狂
言
「
烏
帽
子
折
り
」
に
見
ら
れ
る
笛
の

音
。 

ま
づ
、
こ
ち
へ
。
こ
ぎ
い
っ
て
、
ま
づ
烏
帽
子
き
せ
や
れ
。
ひ
や
ろ
ひ
や
ろ
。

と
っ
ぱ
い
。
ひ
や
ろ
の
。
ひ
。（『
狂
言
記
の
研
究
上 

影
印
篇
』
勉
誠
社
） 

烏
帽
子
折
り
を
探
し
に
出
か
け
た
家
来
二
人
が
、
主
人
の
居
場
所
が
分
か
ら
な

く
な
り
、
囃
し
な
が
ら
主
人
を
探
す
。
主
人
は
恥
を
か
く
が
、
囃
し
方
が
面
白
い

の
で
、
主
人
も
浮
か
れ
て
「
ひ
や
ろ
ひ
や
ろ
。
と
っ
ぱ
い
。
ひ
や
ろ
の
。
ひ
」
と

口
ず
さ
ん
で
、
舞
台
か
ら
去
っ
て
い
く
。「
と
っ
ぱ
い
」
は
、「
笛
の
音
の
形
容
」（
注
11

）

と
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、「
ほ
っ
ぱ
い
」
の
変
形
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
囃
子

言
葉
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

狂
言
「
節
分
」
に
は
、「
ひ
ゃ
あ
る
ら
ら
、
ひ
ゃ
あ
り
つ
ろ
、
ひ
ゃ
あ
り
つ
り
つ

ろ
と
、
吹
い
て
来
た
ら
ば
、
寝
せ
う
め
」（『
狂
言
集
（
下
）』
日
本
古
典
全
書
）
と
、

笛
の
音
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
「
唱
歌
」
を
踏
ま
え
た
笛
の
音
。 

 

十
三 

「
と
ら
ろ
」
は
、
尺
八
の
音
で
は
な
い 

狂
言
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
尺
八
、
三
味
線
な
ど
で
「
唱
歌
」
を
ふ
ま
え
た
と
思

わ
れ
る
楽
器
の
音
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
尺
八
の
音
。 

大
尺
八
を
取
出
し
、
ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
リ
イ
リ
イ 

ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
ア
ラ
ロ
オ
。

（
狂
言
「
楽
阿
弥
」『
能
狂
言
（
中
）』
岩
波
書
店
）
。 

伊
勢
神
宮
に
参
詣
し
た
ら
、
松
の
木
に
尺
八
の
か
か
っ
て
い
る
場
所
が
あ
っ
た
。

尺
八
好
き
の
楽
阿
弥
が
亡
く
な
っ
た
場
所
だ
と
い
う
。
尺
八
を
吹
い
て
み
る
と
、

楽
阿
弥
が
現
れ
、
尺
八
を
吹
い
て
み
せ
る
。
そ
の
音
が
「
ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
リ
イ
リ

イ 

ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
ア
ラ
ロ
オ
」。 

こ
の
音
は
、
本
文
に
「
大
尺
八
を
取
出
し
」
と
あ
る
し
、「
尺
八
」
吹
き
楽
阿
弥

の
話
で
あ
る
か
ら
、
尺
八
の
音
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
文

四
年
（
一
六
六
四
年
）
の
『
糸
竹
初
心
集
』（『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
六
、
東
京
堂

出
版
）
や
元
禄
一
二
年
版
（
一
六
九
九
年
）『
紙
鳶

い
か
の
ぼ
り

』（『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
六
、

東
京
堂
出
版
）
で
尺
八
の
楽
譜
を
調
べ
る
と
、
該
当
す
る
楽
譜
は
「
リ
」
と
「
イ
」

の
み
で
あ
る
。『
系
竹
初
心
集
』『
紙
鳶
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
楽
譜
は
、
尺
八
の



 

（
八
六
） 

一
種
で
は
あ
る
が
、

ひ
と一
よ節
ぎ
り切

尺
八
の
楽
譜
。
室
町
中
期
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
ふ
つ
う
の
尺
八
よ
り
短
く
、
節
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
で
は
、

ふ
つ
う
の
尺
八
の
楽
譜
は
ど
う
か
。
伝
統
的
な
尺
八
の
楽
譜
を
ふ
ま
え
て
い
る
と

察
せ
ら
れ
る
『
正
則
尺
八
吹
奏
講
義
録
』（
東
京
尺
八
研
究
会
出
版
部
、
大
正
十
年

（
一
九
二
一
年
））
を
調
べ
て
み
る
と
、
該
当
す
る
楽
譜
は
、「
ロ
」
と
「
リ
」
の

み
で
あ
る
。
最
も
目
立
つ
「
ト
」
や
「
ラ
」
の
楽
譜
が
な
い
の
だ
。 

尺
八
以
外
の
笛
の
楽
譜
の
可
能
性
は
な
い
の
か
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
笛

（
＝
能
管
）
の
音
か
。
確
か
に
『
一
噌
流
唱
歌
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
唱
歌
」

の
楽
譜
を
丹
念
に
調
べ
て
み
る
と
、「
ト
」「
ラ
」「
ロ
」「
リ
」
の
楽
譜
は
見
ら
れ

る
。
だ
が
、
楽
譜
の
続
き
具
合
に
異
質
な
も
の
を
感
じ
る
。
何
か
別
の
笛
か
も
し

れ
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
能
管
の
元
に
な
っ
た
龍
笛
で
は
な
い
か
。
龍
笛
は
、

能
管
と
は
構
造
が
違
っ
て
い
る
の
で
、
別
の
楽
譜
に
よ
る
「
唱
歌
」
が
あ
る
は
ず

だ
。
龍
笛
の
「
唱
歌
」
の
楽
譜
は
ど
う
し
た
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

古
く
か
ら
の
伝
統
を
伝
え
る
芝
祐
靖
『
龍
笛
の
唱
歌
と
演
奏 
平
調
』（
Ｃ
Ｄ
）

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
Ｃ
Ｄ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
唱
歌
」
を
き

き
な
が
ら
、
龍
笛
の
楽
譜
を
書
き
と
っ
て
み
た
。
す
る
と
、「
ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
リ
イ

リ
イ 

ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
ア
ラ
ロ
オ
」
は
、
す
べ
て
龍
笛
の
「
唱
歌
」
に
使
わ
れ
て

い
る
楽
譜
で
あ
っ
た
。「
ト
」「
ラ
」「
ロ
」「
リ
イ
」「
ラ
ア
」「
ロ
オ
」
の
入
っ
た

楽
譜
を
歌
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
「
ト
ラ
ロ
」「
リ
イ
リ
イ
」
は
、
一
種
の

ま
と
ま
り
を
な
し
た
楽
譜
で
も
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
、
狂
言
「
楽
阿
弥
」
に
で
て
く
る
「
ト
ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
リ
イ
リ
イ 

ト

ラ
ロ
ラ
ロ
ラ
ア
ラ
ロ
オ
」
は
、
尺
八
の
「
唱
歌
」
で
は
な
く
、
龍
笛
の
「
唱
歌
」

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

だ
が
、
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
尺
八
の
音
と
し
て
、
龍
笛
の
「
唱
歌
」
を
使
っ
た
の

か
。
楽
器
に
詳
し
い
狂
言
作
者
や
狂
言
師
が
、
尺
八
と
龍
笛
を
間
違
え
る
は
ず
は

な
い
。
お
そ
ら
く
笑
い
を
と
る
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
観
客
が
、

ど
ん
な
尺
八
の
音
を
口
に
す
る
の
か
期
待
し
て
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
と
、
龍
笛

の
音
を
口
に
す
る
。
そ
こ
で
、
知
識
の
あ
る
観
客
は
大
笑
い
を
す
る
。
な
ん
だ
、

尺
八
で
は
な
く
、
龍
笛
の
音
を
口
に
し
た
で
は
な
い
か
と
。
狂
言
は
、
観
客
を
笑

わ
せ
る
と
こ
ろ
に
眼
目
の
あ
る
舞
台
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
十
分
考

え
ら
れ
る
趣
向
で
あ
る
。 

最
後
に
、
狂
言
に
見
ら
れ
る
三
味
線
の
音
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。 

浄
瑠
璃
節

じ

ゃ

う

る

り

ぶ

し

に
売う

れ
。
売
っ
て
聞
か
せ
う
、
是こ

れ

を
三
味
線
に
し
て
な
。
つ
れ
て

ん
て
ん
て
ん
て
ん
て
ん
。
昆
布

こ

ぶ

め
せ
昆
布
め
せ
お
昆
布
め
せ
、
若
狭

わ

か

さ

の
小
浜

お

ば

ま

の

め
し
の
昆
布
、
つ
れ
て
ん
て
ん
つ
れ
て
ん
て
ん
て
ん
（
「
昆
布
売
り
」『
大
蔵

虎
明
本 

狂
言
集
の
研
究 

本
文
篇
上
』
表
現
社
） 

昆
布
売
り
が
、
昆
布
を
売
る
の
に
口
三
味
線
を
伴
奏
に
し
て
浄
瑠
璃
節
で
売
れ

と
相
手
に
命
じ
、
自
ら
手
本
を
示
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
口
三
味
線
は
、
三
味

線
の
楽
譜
を
口
で
唱
え
る
「
唱
歌
」
の
こ
と
。
三
味
線
に
関
し
て
は
と
く
に
「
口

三
味
線
」
と
言
い
慣
わ
し
て
い
る
。
さ
て
、
傍
線
部
は
、
本
当
に
三
味
線
の
楽
譜

な
の
か
。
前
述
の
『
糸
竹
初
心
集
』
や
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
年
）
初
刊
と
言
わ

れ
て
い
る
『
大
幣

お
お
ぬ
さ

』
（『
日
本
歌
謡
集
成
巻
六
』
東
京
堂
出
版
）
で
、
三
味
線
の
楽

譜
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
み
た
。「
ツ
」「
レ
」「
テ
ン
」
は
、
間
違
い
な
く
三
味
線

の
「
唱
歌
」
の
楽
譜
で
あ
っ
た
。 

 



 

（
八
七
） 

十
四 

室
町
時
代
の
楽
器
の
音 

こ
ん
な
ふ
う
に
、
狂
言
に
は
、
歌
謡
の
み
な
ら
ず
、「
唱
歌
」
を
ふ
ま
え
た
楽
器

の
音
が
頻
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
狂
言
以
外
の
作
品
で
は
、「
唱
歌
」
と

は
関
係
の
な
い
擬
音
語
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。 

た
と
え
ば
、
鼓
の
音
。
狂
言
で
は
、「
た
っ
ぽ
ぽ
」
な
ど
と
「
唱
歌
」
の
楽
譜
を

ふ
ま
え
た
擬
音
語
で
あ
っ
た
が
、
謡
曲
で
は
、「
て
い
と
う
」
で
あ
る
。 

岸
打
つ
波
も
松
風
も
、
颯
々

さ

つ
さ

つ

の
鈴
の
声
、
て
い
と
う
の
鼓
の
音
（
「
雨
月
」『
謡

曲
集
（
下
）』
大
系
） 

「
て
い
と
う
」
は
、
そ
う
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
鼓
の
音
で
は
あ
ろ
う
が
、

一
方
、
漢
語
「
丁
東

て
い
と

う

（
＝
石
や
金
属
や
玉
の
触
れ
合
う
音
）」
を
意
識
し
て
も
い
よ

う
。
と
い
う
の
は
、
例
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
鼓
の
音
「
て
い
と
う
」
は
、
鈴

の
声
「
颯
々
」
と
い
う
漢
語
に
並
べ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
て
い
と
う
」
と
い
う

鼓
の
音
は
、『
御
伽
草
子
』（
大
系
）
の
「
濱
出
草
紙
」
に
も
見
ら
れ
る
。 

ま
た
、「
と
う
と
う
」
と
い
う
鼓
の
音
も
あ
る
。 

笛
ひ
っ
と
ふ
き
て
、
つ
づ
み
を
と
う
と
う
と
打
ち
鳴
ら
し
、
鬼
こ
そ
か
へ
り

候
へ
。（『
心
敬
僧
都
庭
訓
』） 

「
と
う
と
う
」
は
、「
唱
歌
」
の
楽
譜
と
は
無
関
係
な
鼓
の
音
。
し
か
し
、
当
時
、

一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
鼓
の
音
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
室
町
時
代
の
国
語
辞
書
『
広

本
節
用
集
』『
塵
芥
』『
易
林
本
節
用
集
』
に
も
、「
百
百

ト
ウ
ト
ウ

」
「
鼕
鼕

ト
ウ
ト
ウ

」
と
掲
載
さ
れ

て
い
る
。「
と
う
と
う
」
の
縮
ま
っ
た
「
と
と
」
も
、『
五
音
三
曲
集
』
で
は
鼓
の

音
に
な
っ
て
い
る
。「
と
う
と
う
た
ら
り
」（『
梅
花
無
尽
蔵
』
一
）
の
よ
う
に
、「
た

ら
り
」
を
付
け
た
鼓
の
音
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、「
唱
歌
」
と
は
関
係
の
な
い
擬
音

語
で
あ
る
。 

太
鼓
の
音
で
も
、「
ど
ろ
ど
ろ
」（『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
大
文
典
』
二
）
と
聞
こ
え
る
ま

ま
に
写
し
た
擬
音
語
が
見
ら
れ
る
。
琴
の
音
も
、
抄
物
『
長
恨
歌
琵
琶
行
抄
』
で

は
「
ち
ん
ち
ん
」、
抄
物
『
碧
巖
口
義
』
で
も
、「
ち
ん
」
に
な
っ
て
い
る
。『
糸
竹

初
心
集
』
で
、
琴
の
楽
譜
を
調
べ
て
み
て
も
、「
ち
ん
」
の
楽
譜
は
見
ら
れ
な
い
。 

そ
も
そ
も
琴
は
、
絃
の
名
前
を
も
と
に
し
た
楽
譜
（
絃
名
譜
）
で
あ
り
、
そ
れ

に
奏
法
を
示
す
補
助
的
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
糸
竹
初
心
集
』
で
の
奏
法
を

示
す
擬
音
的
な
言
葉
は
「
て
ん
」
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ち
ん
」「
ち
ん

ち
ん
」
は
、
楽
譜
を
ふ
ま
え
た
音
で
は
な
く
、
聞
こ
え
る
ま
ま
に
と
ら
え
た
普
通

の
擬
音
語
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。 

さ
ら
に
、
狂
言
「
鳥
ぜ
ん
き
ゃ
う
」（『
天
正
狂
言
本
』）
に
は
、
琵
琶
の
音
を
「
ち

ん
ち
ん
」
と
写
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、「
ち
ん
ち
ん
」
は
、
他
の
楽
器

の
音
に
も
使
え
る
普
通
の
擬
音
語
だ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。 

以
上
、
室
町
時
代
の
楽
器
の
音
を
表
す
擬
音
語
に
つ
い
て
の
検
討
を
重
ね
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
①
楽
器
の
音
を
写
す
擬
音
語
は
、
狂
言
と
い
う
舞
台
芸
能
に
突

出
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
し
か
も
、
そ
の
擬
音
語
は
、「
唱
歌
」
を
ふ
ま

え
た
長
い
も
の
が
多
い
こ
と
、
③
さ
ら
に
、
狂
言
歌
謡
の
よ
う
に
、
笛
、
小
鼓
、

大
鼓
、
太
鼓
、
鉦
と
い
っ
た
複
数
の
楽
器
の
音
を
入
れ
込
ん
だ
賑
や
か
な
擬
音
語

が
見
ら
れ
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

な
ぜ
、
狂
言
で
は
、
こ
う
し
た
「
唱
歌
」
を
ふ
ま
え
た
長
い
擬
音
語
や
複
数
の

楽
器
音
を
入
れ
込
ん
だ
擬
音
語
を
多
用
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
擬
音
語

が
滑
稽
さ
を
生
み
出
し
、
笑
い
を
と
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠

に
、
笑
い
を
と
る
た
め
に
、
単
な
る
「
唱
歌
」
の
楽
譜
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に

助
詞
「
に
」
や
「
の
」
を
入
れ
込
ん
で
余
裕
を
持
た
せ
、
お
か
し
さ
の
出
る
も
の



 

（
八
八
） 

に
改
変
し
て
い
た
。
ま
た
、
囃
子
言
葉
を
入
れ
込
ん
で
、
笑
い
を
誘
う
調
子
に
仕

組
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
時
に
は
、
尺
八
の
音
と
見
せ
か
け
て
、
尺
八
で
は
な
い

龍
笛
の
「
唱
歌
」
を
歌
い
上
げ
、
笑
い
を
と
る
工
夫
ま
で
し
て
い
た
。 

で
は
、
次
の
江
戸
時
代
で
は
、
楽
器
の
音
を
表
す
擬
音
語
は
ど
う
な
っ
て
い
っ

た
の
か
。
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。 

（注
１
） 

中
川
正
美
『源
氏
物
語
の
音
楽
』（和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
） 

（注
２
） 

中
川
正
美
『源
氏
物
語
の
音
楽
』（和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
） 

（注
３
） 

松
風
に
琴
の
音
色
を
聞
く
系
譜
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
海
道
記
』
か
ら
江
戸
時
代

の
『松
屋
筆
記
』ま
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（注
４
） 

志
田
延
義
校
註
「
狂
言
歌
謡
」
（
『
中
世
近
世
歌
謡
集
』
日
本
古
典
文
学
大

系
） 

（注
５
） 

北
原
保
雄
・大
倉
浩
著
『狂
言
記
新
注
』（武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
二
年
） 

（注
６
） 

「こ

び

き

古
挽
歌
」
に
み
ら
れ
る
。
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
（
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四

年
）の
「は
や
し
こ
と
ば
」
の
項
参
照
。 

（注
７
） 

志
田
延
義
校
註
「
狂
言
歌
謡
」
（
『
中
世
近
世
歌
謡
集
』
日
本
古
典
文
学
大

系
） 

（注
８
） 

古
川
久
編
『狂
言
辞
典 

語
彙
編
』（
東
京
堂
、
一
九
六
三
年
） 

（注
９
） 

北
原
保
雄
・
大
倉
浩
著
『
狂
言
記
の
研
究
下 

翻
字
篇
索
引
篇
』
（
勉
誠
社
、

一
九
八
三
年
）
の
索
引
篇
「ほ
っ
ひ
ゃ
り
」
の
項
。 

(

注
10) 

『
邦
楽
百
科
辞
典
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四
年
）「
し
ゃ
ぎ
り
」
の
項
。 

(

注
11) 

北
原
保
雄
・
大
倉
浩
著
『
狂
言
記
の
研
究
下 

翻
字
篇
索
引
篇
』（
勉
誠
社
、

一
九
八
三
年
）
の
索
引
篇
「
と
っ
ぱ
い
」
の
項
。 

 




