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軽
の
口
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要
旨

　

口
説
節
の
構
造
を
示
す
べ
く
、
津
軽
民
謡
の
中
か
ら
口
説
節
を
五
曲
選

択
し
て
、
音
楽
と
歌
詞
の
面
か
ら
分
析
す
る
。

　

音
楽
と
し
て
は
楽
曲
構
成
に
必
要
な
基
本
的
な
音
の
要
素
を
説
明
す

る
。
次
い
で
具
体
的
に
津
軽
の
口
説
節
《
小お
の
は
た
ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
》
の
音
楽

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
歌
詞
に
お
い
て
は
津
軽
の
口
説
節
の
実
例
を
あ

げ
、
口
説
節
の
概
念
を
規
定
し
、
そ
の
形
式
を
検
討
す
る
。
物
語
の
時
間
、

場
、
人
、
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一
、
津
軽
の
口
説
節
の
歌
詞

（
一
）
音
楽
的
分
析
に
用
い
た
口
説
節

　

次
の
五
曲
を
対
象
と
し
た
。
１　

小お
の
は
た
ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
（
よ
さ
れ
節
）、

２　

惣そ
う
ざ
ぶ
ろ
う
く
ど
き

三
郎
口
説
（
じ
ょ
ん
か
ら
節
）、
３　

上じ
ょ
う
か
わ
ら
く
ど
き

河
原
口
説
（
じ
ょ
ん
か

ら
節
）、４　

弥や
さ
ぶ
ろ
う
ぶ
し

三
郎
節
（
固
有
の
旋
律
）、５　

豆ま
め
く
ど
き

口
説
（
固
有
の
旋
律
）。

１　
《
小
ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
》

　

小お
の
は
た
む
ら

ノ
畑
村
の
オ
キ
ミ
は
、
夫
が
博
打
に
明
け
暮
れ
る
の
で
、
近
所
の
長

太
郎
に
相
談
、
同
情
し
た
長
太
郎
と
い
つ
し
か
不
倫
関
係
に
な
る
。
夫
に

河
豚
の
腸
を
食
べ
さ
せ
る
が
、
不
成
功
、
出
刃
包
丁
で
殺
害
。
死
刑
後
に
、

死
体
解
剖
に
付
さ
れ
た
。
帝
国
大
か
ら
帰
郷
し
た
医
師
、
伊
東
重
が
執
刀

し
た
の
は
、
明
治
一
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
、
口
説
節
が
作

ら
れ
、
覗
き
か
ら
く
り
に
仕
込
ま
れ
、
觀
桜
会
な
ど
の
見
せ
物
に
供
さ
れ

た
。

　

こ
こ
に
掲
載
す
る
歌
詞
は
木
村
弦
三
の
『
奥
奥
旋
律
集
成　

正
・
続
』

（
一
九
七
五
・
一
九
七
七
）
と
松
野
武
男
の
「
津
軽
民
謡
史
」（
一
九
三
一

～
一
九
三
五
）
に
記
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
実
在
の
地
名
、

人
名
を
変
え
て
架
空
の
名
称
に
し
た
（
１
）。

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
一
つ
と
せ　

広
い
世
界
の
小
ノ
畑
で　

　
　

枕
の
刃
で
名
を
残
す　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
二
つ
と
せ　

二
人
の
夫
婦
も
悪
く
な
る　

　
　

佐
藤
長
太
郎
通
う
た
め　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ　
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ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
三
つ
と
せ　

皆
に
知
ら
せ
ず
隠
す
と
も　

　
　

天
の
罰
や
ら
現
れ
る　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ　

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
四
つ
と
せ　

夜
オ
キ
ミ
は
小
ノ
畑
さ　

　
　

毎
晩
毎
晩
呼
び
に
行
く　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
五
つ
と
せ　

い
つ
か
ら
長
太
郎
通
う
た
め

　
　

夫
殺
し
に
お
も
い
あ
が
り　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
六
つ
と
せ　

無
理
に
焦
が
し
た
河
豚
の
ワ
ダ

　
　

亭
主
に
飲
ま
せ
て
腹
病
ま
せ　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
七
つ
と
せ　

何
ん
で
も
か
ん
で
も
こ
の
亭
主

　
　

殺
し
て
し
ま
ね
ば
連
れ
ら
れ
ぬ　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
八
つ
と
せ　

ヤ
ス
か
ら
オ
キ
ミ
は
包
丁
を
研
ぎ

　
　

左
手
も
っ
て
振
り
上
げ
る　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
九
つ
と
せ　

こ
こ
の
亭
主
殺
し
て
も

　
　

か
ん
こ
書
き
だ
ば
手
に
入
れ
ね　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
十
と
せ　

と
こ
ろ
の
人
た
ち
善
い
た
め
に

　
　

か
ん
こ
書
だ
ば
手
に
入
れ
た　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
十
一
と
せ　

十
一
葬
式
出
し
た
れ
ば

　
　

巡
査
頼
ん
で
き
ず
あ
ら
た
め
る　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

　

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト　

ヨ
サ
十
二
と
せ　

と
う
と
オ
キ
ミ
は
口
落
ち
て

　
　

お
上
の
手
に
も
て　

殺
さ
れ
た　

こ
の
オ
キ
ミ
殿　

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ

２
《
惣
三
郎
口
説
》

　

物
語
は
幕
末
の
こ
ろ
に
奥
州
赤
石
組
の
追お
い
ら
せ

良
瀬
で
起
き
た
刃
傷
事
件
で

あ
る
（
２
）。

惣
三
郎
は
研
師
に
刀
を
研
ぎ
に
出
し
た
が
、
返
却
し
な
い
の
で
斬

り
殺
し
、
逮
捕
さ
れ
、
村
に
は
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
ボ
サ
マ
が
門
付
け

で
う
た
い
歩
い
た
の
を
聞
き
覚
え
て
い
た
者
が
お
り
、
そ
の
息
子
が
記
憶

し
て
い
た
歌
詞
を
筆
者
が
採
録
し
た
。「
ま
こ
と
バ
カ
ク
セ
話
で
ご
ざ
る
」

は
旋
律
を
復
元
し
た
佐
藤
信
夫
の
付
加
に
よ
る
。

ア
ー
ア
ー
国
は
奥
州
赤
石
組
の　

六
里
下
れ
ば
追
良
瀬
ご
ざ
る　

ソ
ノ

ヤ
追
良
瀬
に
惣
三
郎
ご
ざ
る　

ソ
ノ
ヤ
惣
三
郎
参
詣
に
参
る　

参
詣
す

る
と
き　

鯵
ケ
沢
通
れ
ば　

千
両
万
両
の
研
屋
が
ご
ざ
る　

こ
れ
を
研

い
だ
ら
三
両
も
取
る
が　

見
れ
ば
追
良
瀬
の
惣
三
郎
さ
ん
か　

私
と
お

前
な
ら
一
両
も
い
ら
ぬ　

そ
れ
に
任
せ
て
惣
三
郎
帰
る　

家
に
帰
っ
て

四
五
日
経
て
ど　

便
り
や
っ
て
も
返
事
も
無
い　

そ
こ
で
惣
三
郎
直
々

上
が
る　

先
に
研
か
せ
た
刀
を
ど
う
し
た　

売
っ
た
か
は
た
い
た
か
質

に
も
お
い
た
か　

質
に
お
い
た
ら
質
札
出
せ
よ　

ソ
ノ
ヤ
質
札
失
い
ま

し
た　

そ
こ
で
惣
三
郎
カ
ッ
キ
と
な
っ
て　

親
の
ゆ
ず
り
の
重
物
刀　

二
尺
八
寸
ひ
ら
り
と
抜
い
て　

わ
ず
か
時
間
に
研
屋
を
殺
す　

屋
敷
に

帰
っ
て
四
五
日
あ
れ
ば　

と
う
と
う
オ
カ
ミ
の
取
り
手
が
廻
り　

そ
こ

で
惣
三
郎
捕
ら
わ
れ
ま
し
た　

ま
こ
と
バ
カ
ク
セ
話
で
ご
ざ
る

３　
《
浅あ
せ
い
し
か
わ
ら

瀬
石
川
原
》

　

浅
瀬
石
城
（
現　

黒
石
市
）
に
居
を
構
え
て
い
た
千せ
ん
と
く
ま
さ
う
じ

徳
政
氏
は
、
弘

前
藩
初
代
の
津
軽
為
信
（
一
五
五
〇
―
一
六
〇
七
）
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。

こ
れ
に
ち
な
む
常じ
ょ
う
え
ん
か
わ
ら

縁
河
原
で
の
故
事
を
う
た
っ
た
口
説
で
あ
る
。「
ジ
ョ

ン
カ
ラ
節
」
が
こ
の
歌
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
と
、
地
元
で
は
ジ
ョ
ン
カ
ラ

発
祥
の
碑
を
建
て
て
い
る
。

津
軽
浅
瀬
石　

名
の
出
た
と
こ
ろ　

過
ぎ
し
昔
は
慶
長
二
年　

津
軽
為
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信
大
軍
む
け
て　

城
主
政
氏　

討
ち
死
に
さ
れ
て　

こ
こ
の
神
し
ん
し
ゅ
う宗

寺じ

常じ
ょ
う
え
ん
お
し
ょ
う

縁
和
尚　

先
祖
代
々
御
位
牌
背
負
い　

城
の
崖
か
ら　

身
を
躍
ら

せ
て　

恨
み
は
常
じ
ょ
う
え
ん
か
わ
ら

縁
河
原
淵ふ
ち　

（
後
略
）

４　
《
弥
三
郎
節
》

　

木き
ず
く
り
し
ん
で
ん

造
新
田
の
下し
も
あ
い
の
む
ら

相
野
村
（
現　

西
津
軽
郡
木
造
町
）
に
住
ん
だ
弥や
さ
ぶ
ろ
う

三
郎

の
嫁
が
、
姑
に
い
び
ら
れ
離
縁
し
た
と
い
う
口
説
。
弥
三
郎
の
戸
籍
調
べ

や
、
歌
詞
の
作
者
の
詮
索
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
特
定
さ
れ
て

い
な
い
。
旋
律
の
バ
リ
ア
ン
ト
は
十
余
種
あ
る
も
の
の
、
歌
詞
は
固
定
し

て
い
る
。

 

一
つ
エ　

木
造
新
田
の
下
相
野　

村
の
は
ず
れ
コ
の　

弥
三
郎
エ

　

ヤ
ラ
弥
三
郎
エ

二
つ
エ　

二
人
三
人
と
人
頼
ん
で　

大お
び
ら
き開
の
万
九
郎
か
ら　

嫁
貰
っ
た　

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

三
つ
エ　

三
物
揃
え
て　

貰
っ
た
嫁　

貰
て
み
た
と
こ　

気
に
合
わ
ね　

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

四
つ
エ　

夜
草
朝
草
欠
か
さ
ね
ど　

遅
く
戻
れ
ば
し
か
ら
れ
る

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

五
つ
エ　

い
び
ら
れ　

は
じ
か
れ
睨
め
ら
れ　

日
に
三
度
の
口
つ
も
る

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

六
つ
エ　

無
理
な
親
衆
に
使
わ
れ
て　

十
の
指
か
ら
血
コ
流
す

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

七
つ
エ　

な
ん
ぼ
稼
い
で
も
働
い
で
も　

つ
け
る
油
コ
も
つ
け
さ
せ
ね

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

八
つ
エ　

弥
三
郎
家
コ
サ
ば
り
日
コ
照
る
な　

藻も
が
わ川

の
林
コ
サ
も
日
コ

照
ら
ね

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

九
つ
エ　

こ
こ
の
親
達
み
な
鬼
だ　

こ
こ
サ
来
る
嫁
み
な
馬
鹿
だ

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
と
エ　

隣
知
ら
ず
の　

ぼ
た
餅
コ　

嫁
さ
喰
わ
せ
ね
で　

み
な
隠
す

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
一
エ　

十
一
日
倉
開
き　

倉
も
開
け
ね
で
嫁
い
び
る

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
二
エ　

十
二
山
の
神　

角つ
の

生
え
て
ら　

こ
こ
の
婆
様
に
よ
く
似
て
ら

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
三
エ　

十
三
所
八
方
か
ら
嫁
貰
て
も　

こ
こ
の
婆
様
の
気
に
合
わ
ね

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
四
エ　

し
め
り
打
た
ね
で　

籾
搗
か
せ　

こ
ぼ
す
涙
で
籾
搗
け
だ

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

十
五
エ　

縁
の
無
い
も
の
是
非
も
無
い　

泣
き
の
涙
で
暇
も
ら
た

　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

５　
《
豆
口
説
き
》

　

豆
が
変
化
す
る
様
態
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
何
か
の
隠
喩
と
解
す

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

一
つ　

ひ
と
つ
豆　

こ
ぼ
れ
る
も
道
理
よ　

一
つ
豆　

こ
ぼ
れ
る
も
道

理
だ　

ヤ
ー
ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ

二
つ　

双
子
豆　

揃
う
も
道
理
よ　
　

双
子
豆
揃
う
も
道
理
だ　

ヤ
ー
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ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ

三
つ　

味
噌
豆　

搗
か
れ
る
も
道
理
よ　

味
噌
豆　

搗
か
れ
る
も
道
理

だ　

ヤ
ー
ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ

四
つ　

汚
れ
豆　

洗
わ
れ
る
も
道
理
よ　

汚
れ
豆　

洗
わ
れ
る
も
道
理

だ　

ヤ
ー
ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ　

（
中
略
）

十
に　

豆
腐
豆　

擂
ら
れ
る
も
道
理
よ　

豆
腐
豆　

擂
ら
れ
る
も
道
理
だ　

ヤ
ー
ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ　

ワ
イ
ハ
ア
声
コ
良
い
で
ア　

今
う
た
っ
た

奴
、
俺
も
ナ
ア　

好
き
だ
ば
ア
ー
て
ナ
ア　

向
こ
う
ど
と
か
た
ね
。

（
二
）
藩
政
期
の
歌
詞
・
歌
詞
集

　

花
の
お
江
戸
の
心
中
事
件
《
鈴す
ず
き
も
ん
ど

木
主
水
》
な
ど
は
、
津
軽
に
も
す
ぐ
に

伝
え
ら
れ
、「
初は
つ
は
な
か
つ
ご
ろ
う

花
勝
五
郎
」、「
じ
ろ
さ
節
」
な
ど
、
数
多
く
の
口
説
節
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
地
方
的
に
変
容
し
た
。
例
え
ば
、
忠
臣
蔵

の
「
お
軽
・
勘
平
口
説
」
な
ど
も
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
ー
一
八
四
三
）

に
津
軽
弁
で
口
説
か
れ
て
い
た
（
後
述
）。
全
国
的
に
流
行
し
津
軽
に

入
っ
て
き
た
代
表
的
な
口
説
節
と
し
て
、
松
野
武
男
は
、《
鈴
木
主
水
》

《
賽さ
い
の
か
わ
ら

の
河
原
》《
おお

き

ち

吉
清
三
》《
白し
ら
い
ご
ん
ぱ
ち

井
権
八
》
な
ど
を
あ
げ
る
（
３
）。

鈴
木
主
水
は

享
和
年
間
の
武
士
で
あ
り
、
江
戸
新
宿
橋
本
屋
の
遊
女
白
糸
と
心
中
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
心
中
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
二
月
二
一
日
だ
と
い

わ
れ
る
（
４
）。

こ
の
心
中
口
説
節
は
天
保
～
嘉
永
期
（
一
八
三
〇
～
五
四
）
に

「
や
ん
れ
口
説
」と
し
て
流
行
し
た
。
津
軽
で
は
す
で
に
弘
化
期（
一
八
四
四

～
四
五
）
に
歌
わ
れ
た
と
い
う
（
５
）。

こ
れ
で
民
謡
伝
播
の
速
度
が
知
ら
れ
る
。

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
ー
は
、
著
書
『
江
戸
の
は
や
り
唄
』（
一
九
九
五
）

で
こ
の
年
代
の
信
憑
性
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、
津
軽
に
伝
承
さ
れ
た

《
主
水
口
説
》
を
音
楽
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
（
６
）。

　

こ
れ
ら
の
歌
に
限
ら
ず
、
地
方
で
起
き
た
耳
目
を
驚
か
す
事
件
や
噂
話

な
ど
を
唄
本
に
し
て
売
る
者
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
口
説
節
と
し
て
歌

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
津
軽
の
歴
史
的
事
件
等
を
う
た
い
込

ん
だ
歌
詞
を
あ
げ
る
。

《
し
く
じ
り　

み
っ
さ
い
な
》

　

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）、
津
軽
十
代
藩
主
信の
ぶ
ゆ
き順

が
江
戸
で
身
分
不

相
応
な
行
為
で
百
日
の
閉
門
の
咎
を
受
け
た
。
そ
の
津
軽
藩
主
を
揶
揄
し

た
歌
で
あ
る
。

一い
ち
に
輿こ
し
へ
乗
り
ま
し
て　

二に

に
賑に
ぎ
や
か
に
供と
も
を
つ
れ　

三さ
ん
に
さ
ん
ざ
ん

叱し
か

ら
れ
る
（
中
略
）

六む

つ
無む
し
ょ
う性

に
よ
ろ
こ
ぶ
は　

七な
な

つ
南な
ん
ぶ部

で
ご
さ
り
ま
す
（
中
略
）　

十と
う

で
途と
ほ
う方

に
暮く

れ
て
い
る　

大お
お
し
く
じ
り
を
見み

っ
さ
い
な
（
松
野1

ー104

）

《
大
作
舞
》

　

相
馬
大
作
の
事
件
を
暗
示
さ
せ
て
《
大
黒
舞
》
の
替
え
歌
に
し
た
も
の

で
あ
る
（
７
）。

一い
ち
に
田た
や
す安
を
鼻は
な
に
か
け　

二
に
ニ
コ
ニ
コ
乗
り
い
だ
し

三
に
サ
ン
ザ
ン
叱し
か
ら
れ
て　

四よ
ん
に
四よ
や
し
き
へ
い
も
ん

屋
敷
閉
門
で

（
中
略
）

九こ
こ
のつ

輿こ
し

に
乗の

り
仕し
ま舞

い　

十と
う

で
ど
う
や
ら
お
国く
に
が替

え
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弘ひ
ろ
さ
き
ま
い

前
舞
を
み
っ
さ
い
な
あ

　

こ
の
歌
は
大
流
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。
わ
ら
べ
歌
と
し
て
も
《
お
月
さ

ん
い
く
つ
》
の
替
え
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
。

津つ
が
る
さ
ま

軽
様
い
く
つ　

十
じ
ゅ
う
ま
ん
ご
く

万
石
よ　

ま
だ
輿こ
し

や
早は
や

い
な　

あ
の
米こ
め
う売

っ
て　

こ
の
米こ
め
う売

っ
て　

沼ぬ
ま
ず津

へ
や
ろ
な　

沼ぬ
ま
ず津

あ
ど
う
し
た　

あ
ち
ら
向む

い
て
か
ま
わ
ね
え　

田た
や
す安
の
縁え
ん
で　

す
べ
っ
て
こ
ろ
ん
で　

あ
っ
た
ら

身し
ん
じ
ょ
う

上
つ
う
ぶ
し
た
（
８
）。

　

当
時
、
ビ
ヤ
ボ
ン
（
口
琴
）
が
江
戸
で
は
「
津
軽
笛
」
と
し
て
流
行
し

た
の
で
「
ビ
ヤ
ボ
ン
と
吹
け
ば
出で
わ
ど
ん

羽
殿　

出で
わ
ど
ん

羽
殿
と　

金か
ね

が
物も
の

い
ふ
今い
ま

の

世よ

の
中な
か

」
と
い
う
匿
名
の
落
書
が
出
た
た
め
に
、
こ
の
悪
評
を
消
す
た
め

だ
ろ
う
、
津
軽
笛
も
禁
止
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
（
９
）。

《
忠
臣
蔵
江
戸
こ
ち
ゃ
ぶ
し
》

　

こ
の
歌
は
天
保
六
年
（
一
八
二
三
）
以
前
か
ら
津
軽
版
《
忠
臣
蔵
こ
ち
ゃ

ぶ
し
》
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
十
二
連
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
津
軽
弁
ま
じ
り
で
判
読
し
が
た
い
歌
詞
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
第

十
二
聯
は
「
末
の
世
ま
で
も　

名
を
残
す　

師
直
が
白
髪
首
を
ば　

炭
部

屋
で　

コ
ツ
ヤ
［
囃
子
詞
］　

本
望
遂
げ
た
る　

泉
岳
寺
」
と
読
め
る
）
（（
（

。

カ
ダ
イ
チ
ョ
ウ
ジ
ョ
ノ　

オ
ミ
ダ
イ
ニ　

モ
ロ
ナ
ヲ
ガ
ミ
ノ

上
シ
ラ
ズ
ノ　

ヨ
コ
レ
ン
ボ

コ
ツ
ヤ　

カ
ヲ
ヨ
ニ
ニ
ヤ
ワ
ヌ　

タ
マ
ツ
イ
サ
ヲ
。（
中
略
）

シ
エ
ノ
ヨ
マ
デ
モ　

ナ
オ
ノ
ゴ
ス　

モ
ロ
ナ
ヲ
ガ　

シ
ラ
ガ
ク
ビ
ヲ
バ　

シ
ミ
ベ
ヤ
デ　

コ
ツ
ヤ　

ホ
ン
モ
ウ
ト
ゲ
タ
ル　

セ
ン
ガ
ク
寺

《
流
産
血
の
池　

和
讃
》

　

こ
れ
は
賽
の
河
原
の
地
蔵
尊
の
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
タ
コ
の「
地

獄
探
し
」
の
歌
詞
に
類
似
す
る
個
所
を
あ
げ
る
）
（（
（

。

竹
の
根
を
掘
れ
掘
れ
と　

紫
竹
の
薮
に
む
か
わ
せ
て
（
中
略
）
わ
が
子

と
二
人
で
掘
る
な
ら
ば
、
こ
の
か
な
し
み
は
あ
る
ま
じ
と　

た
け
な
る
か

み
を
ひ
き
ほ
ど
き
（
後
略
）。

　

イ
タ
コ
の
経
文
で
は
「
須
弥
山
の
山
よ
り
追
い
つ
め
ら
れ
て　

竹
の
根

を
ば
掘
れ
よ
掘
れ
よ
と
責
め
ら
れ
て　

我
も
娑
婆
に
あ
る
時
は　

白
き
犬

で
も
か
て
た
な
ら
ば　

白
き
犬
の
爪
を
借
り
て
も
掘
る
べ
き
も
の
」
と
、

子
供
を
産
ま
な
い
「
産う

ま
ず
女め

」
が
堕
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
獄
と
し

て
歌
わ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

《
ひ
た
か
が
は
わ
さ
ん
［
飛
騨
川
和
讃
］》

　

安
珍
、
清
姫
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
南
部
・
下
北
地
方
で
は
現
在
も

能
舞
で
演
じ
ら
れ
る
『
鐘
巻
』
の
物
語
で
あ
る
。
津
軽
神
楽
の
演
目
に
も

あ
っ
た
が
、
廃
絶
し
た
。
物
語
は
能
舞
の
伝
承
と
異
な
り
、
現
在
の
歌
舞

伎
と
類
似
し
て
い
る
。
後
半
を
示
す
。

大
蛇
と
な
り
て
渡
ら
ん
と
、
つ
い
に
吾
が
身
は
ど
う
で
う
じ
、

ふ
せ
た
る
か
ね
を
ぐ
る
ぐ
る
と
、

ま
い
て
ほ
ふ
と
な
し
に
け
る
、
に
げ
る
方
な
き
ゆ
と
な
り
し
、

一
念
ほ
っ
き
ぼ
だ
い
し
ん　

南
無
阿
弥
陀
仏　

南
無
阿
弥
陀
仏

　

近
年
の
民
謡
調
査
報
告
書
で
収
録
歌
詞
が
多
い
の
が
『
盆
踊
り
と
盆
踊

り
歌
』（
一
九
七
九
）
で
あ
り
、
南
部
・
下
北
地
方
の
盆
踊
り
歌
の
七
一
二
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曲
が
五
十
音
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
青
森
県
の
民
謡
―
民
謡
緊
急
調

査
報
告
―
』（
一
九
八
八
）
に
は
「
総
論
」
に
元
禄
元
年
（
一
五
八
八
）

以
来
の
諸
資
料
が
記
さ
れ
て
い
る
。
調
査
収
録
に
題
名
と
し
て
口
説
き
と

あ
る
曲
は
少
な
い
も
の
の
、
わ
ら
べ
歌
に
転
じ
ら
れ
た
物
語
歌
が
多
く
み

ら
れ
る
。
例
え
ば
、《
一
つ
ど
せ
下
町
中
半
の
》
は
盆
踊
り
歌
が
手
毬
歌

に
移
さ
れ
た
曲
で
あ
り
、
安
永
年
間
（
一
七
七
二
―
一
七
七
八
）
に
流
行

し
た
「
だ
ん
の
う
節
」
が
津
軽
に
入
っ
た
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

松
木
宏
泰
他
編
の
『
津
軽
の
響
き
声
・
五
大
民
謡
歌
詞
全
集
』
に
は

四
九
五
曲
が
収
録
さ
れ
、
じ
ょ
ん
か
ら
（
一
一
二
曲
）、
よ
さ
れ
（
一
四
六

曲
）、
小
原
（
一
六
五
曲
）、
あ
い
や
（
五
八
曲
）、
三
下
が
り
（
一
四
曲
）

の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
内
容
が
口
説
に
な
っ
て
い
る
曲
が
多
数
あ
る
）
（（
（

。「
じ
ょ

ん
か
ら
」
を
例
に
取
り
、「
く
ど
き
」
と
題
さ
れ
た
曲
以
外
で
、人
物
を
歌
っ

た
も
の
を
以
下
に
上
げ
る
。《
舞
戸
の
お
す
み
、内
山
覚
弥
翁
、嘉
瀬
の
桃
、

白
井
権
八
、
民
次
郎
、
法
身
国
師
、
初
菊
、
佐
倉
宗
五
郎
、
楠
公
、
巡
礼

お
鶴
、
お
吉
清
左
、
八
百
屋
お
七
》。
上
記
の
「
じ
ょ
ん
か
ら
」
と
同
一

の
主
題
・
人
物
が
他
の
よ
さ
れ
節
や
小
原
節
な
ど
で
も
歌
わ
れ
る
。

二
、
音
楽
構
造

（
一
）
音
楽
の
基
本
概
念

　

音
楽
を
客
観
的
に
記
述
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
六
つ
の
基
本
と
な
る

概
念
が
問
題
と
な
る
。（
１
）
旋
律
、（
２
）
リ
ズ
ム
・
テ
ン
ポ
、（
３
）
強

弱 

、（
４
）
音
色
、（
５
）
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
、（
６
）
楽
式
。

（
１
）
旋
律

　

穏
や
か
で
滑
ら
か
な
旋
律
と
か
、
激
し
く
活
発
な
旋
律
な
ど
と
表
現
さ

れ
る
実
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
継
起
す
る
音
の
配
列
状
態
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
印
象
が
旋
律
の
性
格
と
し
て
把
握
さ
れ

る
。
人
は
過
去
の
音
楽
体
験
か
ら
そ
れ
ら
を
類
推
す
る
。
旋
律
を
構
成
す

る
「
音
」
と
し
て
は
、
次
の
九
つ
の
要
素
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
①

音 =

「
無
音
」（
概
念
規
定
が
必
要
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
）と「
音
」

の
組
み
合
わ
せ
・
配
列
に
よ
っ
て
音
楽
、
音
楽
行
為
は
成
立
す
る
。
既
存

の
楽
器
に
よ
る
楽
音 m

usical tone 

以
外
の
噪
音 unpitched tone

、
騒

音　

noise 

も
含
め
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
音
高
は
振
動
の

速
さ
に
よ
る
。
③
音
価 = 

発
音
と
終
止
、
持
続
、
継
起
の
時
間
。
④
音
組

織 =

物
理
的
に
出
現
す
る
音
高
の
枠
組
み
で
あ
り
。
音
階
、
旋
法
、
テ
ト

ラ
コ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
等
。
⑤
頻
度
・
音
価=

そ
れ
ぞ
れ
の
音
が
出
現
す
る

頻
度
と
、
音
価
の
長
短
で
あ
り
、
旋
律
の
性
格
が
決
定
さ
れ
る
。
⑥
音
関

係=

音
と
音
と
の
前
後
関
係
。
⑦
音
域=

最
低
音
と
最
高
音
の
幅
。
⑧
音

高
線=

旋
律
の
輪
郭
。
⑨
フ
レ
ー
ズ=

旋
律
と
し
て
把
握
さ
れ
る
単
位
の

ま
と
ま
り
と
そ
の
配
列
。

　

旋
律
の
概
念
を
明
確
に
す
る
に
は
、
声
楽
曲
の
場
合
、
そ
れ
が
語
り
で

あ
る
か
、
朗
読
、
詠
唱
、
パ
ル
ラ
ン
ド
様
式
、
歌
唱
で
あ
る
か
を
、
問
題

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

歌
詞
と
音
を
組
み
合
わ
せ
る
方
式
で
は
、
以
下
の
三
種
の
様
式
が
目
安

と
な
る
…
サ
モ
デ
ィ
ッ
クpsalm

odic=

一
音
に
多
く
の
語
の
多
く
の
音

節
が
一
音
で
歌
わ
れ
る
。
シ
ラ
ビ
ッ
クsyllabic=

語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
音
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節
が
そ
れ
ぞ
れ
の
音
高
で
歌
わ
れ
る
。
メ
リ
ス
マ
テ
ッ
クm

elism
atic=

語
の
一
音
節
が
多
く
の
音
高
で
歌
わ
れ
る
。
前
記
の
音
高
線
に
関
し
て
、

言
語
の
抑
揚
に
も
類
似
す
る
、
ロ
ゴ
ジ
ェ
ニ
ッ
クlogogenic

、
パ
ソ
ジ
ェ

ニ
ッ
クpathogenic

、
メ
ロ
ジ
ェ
ニ
ッ
クm

elogenic 

の
概
念
も
、
旋
律

の
性
質
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
。
ロ
ゴ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
様
式
は
、
隣
接
音

の
順
次
進
行
、
も
し
く
は
サ
モ
デ
ィ
ッ
ク
様
式
で
歌
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、

論
理
的
、
説
得
的
な
印
象
を
人
に
与
え
、
パ
ソ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
の
跳
躍
進
行

の
音
形
で
は
、
情
動
的
で
激
し
た
印
象
を
人
に
与
え
る
。
メ
ロ
ジ
ェ
ニ
ッ

ク
は
こ
の
二
つ
の
様
式
の
複
合
に
よ
る
）
（（
（

。
上
向
、
下
降
、
水
平
な
ど
の
方

向
性
も
、
興
奮
・
歓
喜
、
悲
嘆
、
鎮
静
等
の
情
緒
を
演
出
さ
せ
得
る
。

（
２
）
リ
ズ
ム
・
テ
ン
ポ

　

一
定
の
音
価
、
ア
ク
セ
ン
ト
（
強
弱
、
音
価
、
ピ
ッ
チ
、
語
形
）
が
グ

ル
ー
プ
化
さ
れ
、
そ
れ
が
時
間
の
経
過
に
従
い
、
継
起
・
回
帰
す
る
パ
タ
ー

ン
が
リ
ズ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　

テ
ン
ポ 

は
一
定
時
間
内
（
フ
レ
ー
ズ
・
段
落
、
曲
の
長
さ
）
に
お
け
る

ア
ク
セ
ン
ト
の
数
に
よ
っ
て
遅
速
を
感
じ
さ
せ
る
。
単
に
羅
列
す
る
音
の

数
の
多
寡
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
ア
ク
セ
ン
ト
（
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
音

の
数
で
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
強
勢
、
音
価
、
音
高
、
和
声
等
を
属
性
と

す
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
多
・
寡
と
テ
ン
ポ
の
速
・
遅
は
比
例
す
る
。
拍
の

単
位
を
四
分
音
符
に
定
め
、
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
数
値
で
表
記
す
る
の
が
客

観
的
方
法
で
あ
る
。
音
楽
学
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
ッ
ク
は
テ
ン
ポ
を
示
す

の
に
、
フ
レ
ー
ズ
毎
に
費
や
さ
れ
る
時
間
の
秒
、
分
で
示
し
て
い
る
。

（
３
）
強
弱

　

振
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き
さ
、
振
動
を
起
す
音
源
の
振
幅
、
方
向
、

距
離
に
強
弱
は
左
右
さ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ン
の
単
位
が
あ
る
が
、
音
楽
で
は

相
対
的
な
印
象
で
あ
る　

f　

フ
オ
ル
テ
、
p　

ピ
ア
ノ
な
ど
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
４
）
音
色

　

基
音
の
整
数
倍
で
あ
る
よ
う
な
上
音
を
倍
音 

と
い
い
、
そ
の
形
状
に
よ

り
、
音
色
は
定
ま
る
。

（
５
）
テ
ク
ス
チ
ュ
ア

　

声
部
の
組
み
合
わ
せ
方
の
差
違
で
あ
る
。
ソ
ロ
、
斉
唱
、
楽
器
、
楽
器

と
声
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
。

（
６
）
音
楽
形
式 

　

 

①
楽
曲
形
式
…
西
洋
音
楽
で
は
、
ソ
ナ
タ
形
式
、
フ
ー
ガ
形
式
な
ど
と

い
わ
れ
る
楽
曲
の
構
成
形
式
で
あ
る
。
日
本
民
謡
に
当
て
は
め
れ
ば
、
津

軽
五
大
民
謡=

じ
ょ
ん
か
ら
、
よ
さ
れ
、
小
原
、
あ
い
や
、
三
下
が
り
。

ド
ダ
レ
バ
チ
（
津
軽
甚
句
）
や
、
各
種
の
盆
踊
り
歌
（
地
名
を
冠
し
た
盆

踊
り
歌
）。

　

口
説
節
は
歌
詞
の
内
容
と
特
異
な
音
楽
表
現
に
よ
る
呼
称
で
あ
る
。

 　

②
楽
式
…
二
部
形
式(

A
B)

、
三
部
形
式
（
A
B
A
）
な
ど
構
成
原
理
。

こ
れ
は
西
洋
音
楽
に
特
有
な
楽
曲
構
成
原
理
で
あ
り
、
日
本
音
楽
の
楽
曲

で
は
稀
で
あ
る
。
日
本
音
楽
で
は
個
々
の
フ
レ
ー
ズ
は
抽
出
で
き
る
が
、

並
列
的
で
あ
り
、
明
確
な
対
比
に
よ
る
構
築
性
が
希
薄
で
あ
る
。
フ
レ
ー

ズ
構
造
、
連
続
形
式
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

　

音
頭
・
下
声
な
ど
の
歌
唱
様
態
で
は
、西
洋
音
楽
の
応
唱 response

（
先
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導
す
る
ソ
ロ
と
合
唱
が
掛
け
合
う
形
式
）
と
交
唱 anntiphon

（
二
つ
の

合
唱
に
よ
る
掛
け
合
い
）
の
二
つ
の
概
念
で
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
口
説
節
の
音
楽
構
造

　

以
上
、
口
説
節
を
音
楽
的
に
分
析
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
に
つ
い
て

概
観
し
た
。
次
に
具
体
的
に
例
と
し
て
提
示
し
た
楽
曲
に
即
応
し
て
音
楽

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

音
組
織
…
《
小お
の
は
た

ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
節
》
の
音
組
織
を
【
譜
１
】
で
示
す
。

オ
ク
タ
ー
ブ
と
完
全
四
度
の
音
程
幅
、
八
音
構
成
、
無
半
音
の
五
音
、
Ｇ

を
主
音
と
す
る
ラ
旋
法
で
あ
る
。

　

旋
律
…
音
組
織
を
骨
格
と
し
て
幾
つ
か
の
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
旋
律
が

成
立
し
て
い
る
【
譜
２
】。

　

楽
式
…
津
軽
民
謡
、
と
り
わ
け
口
説
節
の
楽
式
で
は
、
旋
律
単
位
と
し

て
の
フ
レ
ー
ズ
は
短
い
。
歌
詞
の
構
造
は
後
述
す
る
が
、
音
節
数
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
七
・
五
と
か
七
・
七
な
ど
の
単
位
に
よ
っ
て

成
立
し
、
音
楽
は
そ
れ
に
呼
応
し
、
そ
の
単
位
を
一
定
の
拍
に
統
一
す
る
。

口
説
節
に
あ
っ
て
は
、
歌
詞
の
意
味
内
容
の
差
異
に
よ
っ
て
旋
律
形
を
変

え
る
こ
と
は
し
な
い
。
音
節
数
に
応
じ
た
旋
律
フ
レ
ー
ズ
が
機
械
的
に
繰

り
返
さ
れ
る
。

　

口
説
節
は
、
そ
の
曲
に
特
有
の
旋
律
構
造
を
も
た
ず
、
例
え
ば
、《
よ

さ
れ
節
》《
じ
ょ
ん
か
ら
節
》
の
旋
律
に
の
せ
て
歌
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。

そ
れ
ら
の
旋
律
形
に
歌
詞
の
音
節
が
調
整
さ
れ
る
。
両
者
が
不
一
致
で
あ

る
と
、
産
み
字
（
母
印
を
発
音
し
直
し
、
引
き
伸
ば
す
手
法
）
に
よ
っ
て

伸
ば
さ
れ
た
り
、
一
拍
に
幾
つ
か
の
音
節
が
畳
み
込
ま
れ
て
、
音
楽
構
造

が
保
た
れ
る
。

　

具
体
的
に
、《
小
ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
》
の
構
造
を
検
討
す
る
【
譜
３
】。

こ
れ
は
弘
前
市
教
育
委
員
会
昭
和
五
七
年
度
事
業
『
津
軽
の
伝
統
音
楽
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
種
類
の
旋
律
に
依
拠
し
て
佐さ
と
う
の
ぶ
お

藤
信
夫
氏
が
復
元
し

た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。『
よ
さ
れ
節
』
の
旋
律
に
準
拠
し
、
歌
詞
の
ア
ク
セ
ン

ト
に
従
い
微
少
な
調
整
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
〈
広
い
世
界
の
〉
→
〈
二

人
の
夫
婦
も
〉
な
ど
（
譜
例
参
照
）。
基
本
的
に
は
五
つ
の
フ
レ
ー
ズ 

A
 B
 C
 D
 E
で
あ
り
、〈
ヨ
サ
レ
〉
を
除
く
歌
詞
の
実
質
は 

B
 C
 D
 

の
三
フ
レ
ー
ズ
よ
り
な
る
。

　

対
象
と
し
た
口
説
節
の
す
べ
て
は
ペ
ン
タ
ト
ニ
ッ
ク
（
五
音
）
を
骨
子

と
し
、《
弥
三
郎
節
》
が
陰
旋
法
で
あ
り
、
他
は
陽
旋
法
で
あ
る
。
拍
節

法
は
偶
数
拍
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
フ
レ
ー
ズ
数
が
少
な
く
、
一
連
が

短
い
の
が
特
色
で
あ
る
．

　

歌
詞
の
音
節
数
と
音
楽
に
お
け
る
拍
・
拍
節
の
関
係
は
シ
ラ
ブ
ル
型
で

あ
る
。
拍
は
音
節
数
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
西
洋
音
楽
に
お

け
る
よ
う
な
拍
節
構
造
に
よ
っ
て
い
な
い
。
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、
付
点
音

符
の
弾
む
リ
ズ
ム
が
印
象
的
で
あ
る
。

三
、　

詞
章
構
造

（
一
）　

口
説
き
節
の
概
念
規
定

　

物
語
は
「
表
象
さ
れ
た
時
間
性
を
も
っ
た
指
向
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」
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と
ト
ド
ロ
フ
は
規
定
し
て
い
る
）
（（
（

。
プ
ロ
ッ
ト plot 

は
物
語
に
重
要
な
要
素

で
あ
り
、
物
語
の
対
象
と
さ
れ
た
人
や
事
象
の
表
出
主
題
で
あ
る
。
物
語

の
連
続
性
、
原
因
と
結
果
、
起
承
転
結
に
よ
る
時
系
列
と
論
理
の
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。
絶
対
音
楽
は
音
自
体
を
表
現
目
的
と
し
、
標
題
音
楽
・
音
画

は
音
に
よ
っ
て
事
物
や
物
語
を
表
現
す
る
。
歌
曲
は
言
語
と
音
楽
の
連
携

に
よ
っ
て
表
現
す
る
。

　

内
田
邦
彦
の
『
津
軽
口
碑
集
』
に
は
、「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
と
し
て
、《
豆

く
ど
き
》《
煙
草
の
く
ど
き
》《
砂
糖
の
く
ど
き
》
の
三
曲
の
歌
詞
が
収
録

さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
同
書
に
、
物
語
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
新

内
い
り
、よ
さ
れ
節
」
が
三
曲
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
よ
さ
れ
節
」

で
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

口
説
き
の
内
容
は
、
一
般
に
叙
事
的
歌
謡
で
あ
り
、
情
緒
的
、
述
懐
、

心
情
的
な
こ
と
が
ら
が
多
い
。
特
に
恋
慕
、
恨
み
、
猜
怨
、
怨
恨
、
悲
嘆
、

妄
執
、
憤
慨
、
懺
悔
な
ど
が
表
出
さ
れ
る
。
単
に
情
意
的
な
話
し
か
け
の

み
で
は
な
く
、
く
り
返
し
、
く
り
返
し
述
べ
て
、
相
手
を
説
得
さ
せ
、
同

情
を
促
し
、
自
分
の
心
情
に
相
手
を
従
わ
せ
る
意
図
が
含
ま
れ
る
。
男
女

の
痴
話
げ
ん
か
を
江
戸
時
代
〈
く
ぜ
つ
〉
と
い
い
、漢
字
表
記
で
は
〈
口
舌
〉

〈
口
説
〉
と
書
い
た
。
遊
里
で
は
女
性
の
手
練
手
管
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

　

言
語
行
為
の
す
べ
て
が
送
信
体
と
受
信
体
の
伝
達
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
独
白
や
嬰
児
の
喃
語 babbling, 

幼
児
の
自
己
中
心
言
語
な
ど
が
あ

り
、
単
な
る
発
声
や
口
に
す
る
快
感
、
鼻
歌
な
ど
の
行
為
も
あ
る
。
芸
術

に
お
い
て
も
、
他
者
を
想
定
せ
ず
に
表
現
行
為
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
遂

行
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
他
目
的
性
を
主
眼
と
す
る
呪
術
と
の
比
較
に
お
い

て
、
芸
術
は
遊
戯
と
同
じ
く
自
己
目
的
性
を
も
つ
。
自
己
目
的
性
は
否
定

し
な
い
も
の
の
、
口
説
は
受
信
者
に
送
信
者
の
意
図
を
伝
え
よ
う
と
す
る

意
味
合
い
が
強
い
。
例
え
ば
、
イ
タ
コ
（
盲
目
の
巫
女
）
の
巫
業
の
中
心

を
な
す
『
口
寄
せ
』
で
は
ホ
ト
ケ
、
即
ち
死
霊
が
こ
の
世
に
戻
り
、
依
頼

者
に
語
り
告
げ
る
部
分
が
〈
口
説
〉
で
あ
り
、
定
型
化
し
た
プ
ロ
セ
ス
で

は
「
な
に
か
ら
口
説
い
て
み
た
ら
よ
い
か
」
と
昔
を
述
懐
し
、
現
世
に
い

る
者
へ
自
分
の
心
情
を
吐
露
す
る
）
（（
（

。

　

一
方
、
古
典
邦
楽
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
、
謡
曲
、
平
曲
、
浄
瑠
璃
、

長
唄
等
に
見
ら
れ
る
口
説
き
は
、
楽
曲
の
一
構
成
要
素
、
歌
唱
様
式
、
表

現
技
法
を
指
す
。
民
謡
に
お
け
る
「
口
説
」
は
前
述
の
ご
と
く
、
ジ
ャ
ン

ル
を
示
し
、曲
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
歴
史
的
に
は
、お
そ
ら
く
歌
祭
文
、

門
説
経
、
和
讃
、
御
詠
歌
な
ど
か
ら
派
生
し
、
そ
れ
ら
と
相
関
関
係
に
あ
っ

た
。
民
謡
の
題
名
・
曲
名
は
、
歌
詞
の
イ
ン
チ
ピ
ッ
ト
、
囃
子
詞
、
主
題

な
ど
に
よ
り
付
け
ら
れ
、
恣
意
性
が
強
く
、
一
貫
性
が
な
い
。

（
二
）
歌
詞
の
形
式

　

盆
踊
り
な
ど
で
大
勢
が
斉
唱
す
る
場
合
、
曲
は
短
く
、
覚
え
や
す
い
形

態
を
と
る
。
口
説
の
多
く
は
既
存
の
曲
種
を
用
い
る
の
で
、
歌
詞
は
そ
の

旋
律
と
リ
ズ
ム
に
制
限
を
受
け
、
形
式
が
成
立
す
る
。
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク strophic 

（
有
節
歌
曲
）
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

聯
が
多
い
場
合
、
記
憶
を
容
易
に
さ
せ
る
の
が
「
数
え
歌
形
式
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
一
つ
と
せ
人
は
…
…
」
な
ど
、
ヒ
フ
ミ
の
数
詞
と
同
音
で
は
じ

ま
る
語
を
歌
い
継
い
で
、
物
語
を
陳
述
し
て
い
く
形
式
で
あ
る
。



11

　

内
田
邦
彦
の
『
津
軽
口
碑
集
』
に
あ
る
数
え
歌
形
式
の
歌
は
《
漁
唄
》《
江

刺
う
た
》《
雑
歌
二
》
で
あ
る
）
（（
（

。
こ
こ
で
、「
桃
太
郎
」
を
数
え
歌
に
し
た
「
小

原
節
」
を
参
考
に
あ
げ
る
。

　

サ
ー　

ダ
シ
タ
ガ　

ヨ
イ
ヤ　

ア
ー
昔
々
の
ず
っ
と
昔
の
大
昔　

一

つ
二
つ
に
割
れ
た
る
桃
の
実
は　

三
つ
見
事
に
男
の
子　

四
つ
世
に
出

て
桃
太
郎
と　

ア
ー
五
つ
犬
猿
雉
を
連
れ　

六
つ
昔
の
鬼
が
島　

七
つ

な
ん
な
ん
乗
り
込
ん
で　

ア
ー
八
つ
安
々
鬼
ど
も
を　

九
つ
殺
し
せ
め

伏
せ
て　

十
に
取
っ
た
る
宝
物　

国
の
土
産
に
オ
ハ
ラ
す
る
の
だ
よ
）
（（
（

　

歌
詞
が
長
編
に
な
っ
て
も
、
単
位
と
な
る
聯れ
ん

は
短
く
、
音
節
数
で
は
七
・

五
と
か
、七
・
七
を
単
位
と
す
る
。
無
意
味
音
節
の「
ア
ー
」と
か「
ア
イ
ヤ
」、

「
ヨ
サ
レ　

サ
ン
ヨ
」、「
オ
ハ
ラ
」、「
ソ
レ
モ
ヨ
イ
ヤ
」
な
ど
を
冒
頭
、中
間
、

終
結
部
な
ど
に
付
加
し
て
一
聯
と
す
る
。
曲
の
基
本
単
位
を
整
理
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

じ
ょ
ん
か
ら
節
…　
　

七
七　

七
七　

七
七

よ
さ
れ
節
…　

ア
ー　

七
七　

ア
ー　

七
五
七
五　

七
五

あ
い
や
節
…
ア
イ
ヤ　

七
七
七　
　
　

ソ
レ
モ
ヨ
イ
ヤ
五

三
下
が
り
…　
　
　

五
七
七　

七
五

　

歌
の
フ
レ
ー
ズ
と
音
節
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
《
オ
キ
ミ
口
説
き
》

で
確
認
す
る
。以
下
の【
Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ
】は
旋
律
形
、七
・
五
等
は
音
節
数
、

８
・
４
等
は
音
楽
の
拍
数
を
示
す
。

《
オ
キ
ミ
口
説
き
》
A 

ヨ
サ
レ　

ヨ
サ
レ
ト
（
七
・
８
）　

ヨ
サ
一
つ
と
せ

（
八
・
５
）　

B 

広
い
世
界
の
（
七
・
４
）
小
ノ
畑
で
（
五
・
４
）　

C 

枕
の

刃
で
（
八
・
４
）
名
を
残
す
（
五
・
３
）　

D 

こ
の
オ
キ
ミ
殿
（
七
・５
）　

E 

ヨ
サ
レ
サ
ン
ヨ
（
六
・
６
）。

　

要
約
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
A 

七
七　

B 

七
五　

C 

七
五　

D 

七
七
。

《
惣
三
郎
》
七
七　

七
七　

七
七　

　

ア
ー
ア
ー
国
は
奥
州
（
七
）
赤
石
組
の
（
七
）　

六
里
下
れ
ば
（
七
）

追
良
瀬
ご
ざ
る
（
七
）　

ソ
ノ
ヤ
追
良
瀬
に
（
八
）　

惣
三
郎
ご
ざ
る
（
七
）

《
浅
瀬
石
川
原
》
七
七　

七
七　

七
七

《
弥
三
郎
》
一
つ
え
、
七
五　

七
五　

こ
れ
も
弥
三
郎
エ

《
豆
》
一
つ　

五
八　

五
八　

ヤ
ー
ド
セ　

ヤ
ー
ア
ド
セ　

（
三
）
物
語
の
時
間

　

時
間
に
関
し
て
は
、
以
下
の
四
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
①
物
語
が
起
き

た
時
間
、
②
詞
が
書
き
留
め
ら
れ
、
曲
に
さ
れ
た
時
、
③
語
ら
れ
、
再
現

す
る
時
、④
歴
史
的
な
因
果
律
と
し
て
の
時
間
（
事
件
の
内
容
に
関
し
て
）。

　

た
だ
し
、
必
ず
し
も
時
間
軸
に
よ
ら
な
い
論
理
的
な
継
起
、
因
果
関
係
、

叙
事
も
広
義
の
物
語
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
時
間
性
に
関
連
す
る
が
、
同
一
の
旋
律
が
繰
り
返
し
歌
わ
れ
、
終
わ

り
の
無
い
無む
き
ゅ
う
ど
う

窮
動
（
常
じ
ょ
う
ど
う
き
ょ
く

動
曲
）
の
よ
う
な
印
象
を
口
説
節
は
醸
し
出
す
。

（
四
）
物
語
の
場

　

物
語
の
場
と
し
て
は
、
①
物
語
が
起
き
た
場
、
②
書
き
留
め
ら
れ
、
作

曲
さ
れ
た
場
、
③
語
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
場
の
三
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。

　

口
説
節
が
歌
わ
れ
る
場
と
し
て
は
、
年
中
行
事
に
お
け
る
盆
踊
り
、
先
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祖
供
養
な
ど
の
民
間
の
宗
教
的
な
行
事
、
宴
席
や
踊
り
の
場
、
儀
式
、
門

付
け
芸
人
が
巡
っ
た
家
々
の
門
、
舞
台
、
歌
会
な
ど
が
あ
る
。
津
軽
地
方

で
は
近
年
、
盆
踊
り
で
は
口
説
き
節
が
歌
わ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
。
し

か
し
、
昭
和
五
年
に
大お
お
ど
せ

戸
瀬
（
西
津
軽
郡
）
の
習
俗
を
調
査
し
た
竹
内
長

雄
は
「
盆
踊
り
の
唄
は
く
ど
き
ぶ
し
で
、
鈴
木
主
水
が
一
番
多
く
う
た
わ

れ
、
八
百
屋
お
七
、
お
吉
清
三
、
白
井
権
八
な
ど
」
だ
っ
た
、
と
記
し
て

い
る
）
（（
（

。
グ
ロ
ー
マ
ー
は
こ
れ
ら
の
歌
が「
ほ
と
ん
ど
完
全
に
廃
れ
て
し
ま
っ

て
き
た
」
と
指
摘
し
、
そ
の
原
因
が
人
間
と
人
間
の
関
係
の
変
化
に
起
因

す
る
、
蓄
音
機
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
と
し
て
受
容
さ
れ
る
資
本
主
義

的
市
場
の
あ
り
方
だ
っ
た
、
と
説
く
）
（（
（

。
場
の
条
件
が
文
化
変
容
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。

（
五
）
物
語
に
お
け
る
人

　

①
物
語
の
対
象
と
さ
れ
た
人
・
事
象
、
②
書
き
留
め
＝
創
作
・
作
曲
し

た
人
、
③
語
り
聞
か
せ
る
人
＝
演
奏
者

：

盆
踊
り
の
音
頭
と
り
、
ボ
サ
マ
、

民
謡
プ
ロ
・
セ
ミ
プ
ロ
。
民
謡
の
場
合
、
作
者
不
明
の
伝
承
曲
を
歌
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
創
始
者
と
二
重
化
す
る
。
聴
衆
へ
の
能
動
的
な
行
為
と
な

る
。
④
聴
衆

：
聴
衆
の
質
、
数
に
よ
っ
て
芸
能
は
変
化
を
蒙
る
）
（（
（

。

　

歴
史
的
事
実
、
事
実
の
粉
飾
、
神
話
、
伝
説
、
寓
話
、
虚
構
な
ど
、
語

ら
れ
る
内
容
に
は
事
実
と
虚
構
の
間
に
差
違
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を

人
は
何
故
語
る
の
か
。
歴
史
を
語
る
行
為
は
過
去
を
現
在
の
視
点
で
組
織

す
る
こ
と
で
あ
り
、
時
間
的
距
離
が
既
に
そ
こ
に
あ
る
。

四
、
む
す
び　

―
物
語
が
歌
わ
れ
る
効
果
・
機
能
―

　

黙
読
と
音
読
と
で
は
、
心
理
的
に
そ
の
効
果
が
異
な
る
。
訓
練
さ
れ
た

音
楽
家
は
楽
譜
を
黙
読
す
る
だ
け
で
、
曲
を
知
り
享
受
で
き
、
作
曲
家
は

演
奏
抜
き
で
曲
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
歌
い
、
聴
取
す
る
行

為
は
感
覚
的
な
体
験
で
あ
り
、
楽
曲
を
再
現
す
る
感
覚
的
な
要
素
、
受
信

す
る
物
理
的
現
象
が
意
義
を
も
つ
。
こ
れ
は
聴
覚
の
問
題
で
あ
り
、
音
響

学
や
音
楽
心
理
学
が
種
々
デ
ー
タ
ー
を
提
供
し
て
い
る
。
音
楽
学
は
前
述

し
た
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
旋
律
、
リ
ズ
ム
・
テ
ン
ポ
、
音
色
な
ど
を
基
礎

に
音
構
造
の
理
解
を
試
み
る
。
行
為
と
し
て
立
ち
表
れ
る
歌
唱
者
と
聴
衆

の
関
係
、
そ
の
場
と
時
間
が
背
景
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
物
語
の
内
容
と

共
に
、
口
説
き
節
は
誰
が
何
処
で
何
時
う
た
わ
れ
る
の
か
を
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

口
頭
伝
承
を
再
現
す
る
場
合
に
は
、
即
興
性
が
問
題
と
な
る
。
即
興

の
実
質
は
表
現
す
る
も
の
と
聴
衆
と
の
関
係
が
条
件
と
な
る
。
言
語

行
為
の
機
能
を
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
六
つ
に
分
類
す
る
。
①
指
向
的
機
能

fonction referentielle, 

②
表
現
機
能fonction expressive, conative,  

③
動
能
的
機
能fonction conative, 

④
メ
タ
言
語
機
能fonction 

m
etalinguistique, 

⑤
詩
的
機
能fonction poetique, 

⑥
話
し
か
け
の
機

能fonction phatique

で
あ
る
。

　

話
し
か
け
の
機
能
で
は
「
対
話
者
と
接
触
を
成
立
さ
せ
維
持
さ
せ
る
努

力
な
し
に
は
伝
達
は
行
わ
れ
得
ず
、
こ
と
ば
は
〈
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
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よ
っ
て
〉
社
会
的
あ
る
い
は
情
意
的
な
絆
を
な
す
も
の
と
し
て
体
験
さ
せ

て
い
る
」
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

　
〈
く
ど
き
〉
は
こ
う
し
た
情
意
的
な
「
話
し
か
け
の
機
能
」
を
も
つ
表

現
で
あ
り
、〈
く
ど
く
〉
行
為
に
は
社
会
的
、
情
意
的
な
絆
を
も
つ
こ
と

を
意
図
す
る
。

　

音
組
織 tonal system

 

は
、
個
々
の
音
高
を
ス
ト
ロ
ボ
ス
コ
ー
プ
な
ど

に
よ
っ
て
正
確
に
測
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
抽
出
可
能
で
あ
る
。
音
高
線
を

描
く
手
段
は
フ
レ
ー
ズ
構
造
を
検
証
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
口
説
節
に

あ
っ
て
は
、
歌
詞
の
意
味
内
容
の
差
異
に
よ
っ
て
旋
律
形
を
変
え
ず
、
旋

律
フ
レ
ー
ズ
が
機
械
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

　

或
る
口
説
節
が
、
そ
の
曲
に
特
有
の
旋
律
構
造
を
も
つ
の
は
少
な
く
、

《
よ
さ
れ
節
》《
じ
ょ
ん
か
ら
節
》《
お
は
ら
節
》
な
ど
の
既
存
旋
律
に
の

せ
て
歌
わ
れ
る
。
具
体
的
に
、《
小
ノ
畑
オ
キ
ミ
口
説
》
に
よ
っ
て
基
本

的
な
構
造
を
示
し
た
。
民
謡
は
、
歌
わ
れ
る
度
に
、
音
高
、
テ
ン
ポ
、
旋

律
線
な
ど
の
音
楽
構
造
は
変
化
し
、
そ
の
変
化
の
要
素
が
多
い
こ
と
が
民

謡
の
特
色
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
サ
レ
が
ヨ
サ
レ
で
あ
り
ジ
ョ
ン
カ
ラ
が

ジ
ョ
ン
カ
ラ
で
あ
る
構
造
の
骨
格
が
、
歌
唱
者
や
聴
衆
に
意
識
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
基
本
的
が
音
組
織
で
あ
り
、次
い
で
、《
よ
さ
れ
節
》で
あ
れ
ば〈
ヨ

サ
レ
〉
と
歌
い
始
め
、
歌
い
お
さ
め
る
旋
律
、
す
な
わ
ち
、
短
い
幾
つ
か

の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
【
譜
２
】。

　

音
域
が
狭
く
、
音
数
の
少
な
い
旋
律
形
、
低
い
レ
ジ
ス
タ
ー
で
歌
わ
れ
、

強
弱
の
変
化
も
少
な
い
。
そ
れ
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
歌
詞
の
内
容
の

変
化
に
無
関
係
に
歌
わ
れ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

　

口
説
節
の
詞
章
形
式
は
単
純
な
、
七
・
七
と
か
七
・
五
な
ど
の
音
節
数
を

単
位
と
す
る
聯
に
よ
る
。
聯
の
数
は
二
、三
と
短
い
も
の
か
ら
、
長
編
の

も
の
ま
で
あ
る
。
歴
史
的
期
日
も
事
件
の
経
緯
も
正
確
性
を
絶
対
な
も
の

と
し
な
い
。
そ
の
架
空
が
意
図
的
、
作
為
的
に
な
さ
れ
、
口
承
文
芸
ヘ
と

展
開
す
る
。
津
軽
地
方
に
伝
承
さ
れ
た
口
説
節
は
、
地
域
の
歴
史
、
犯
罪
、

災
害
、
心
中
事
件
、
離
縁
、
噂
話
な
ど
、
そ
の
他
に
艶
笑
譚
、
小
咄
風
の

内
容
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
津
軽
だ
け
の
主
題
で
は
な
く
、
江
戸
・

上
方
で
流
行
っ
た
歌
な
ど
も
当
然
歌
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
歌
わ
れ
る
と

き
に
、
音
楽
形
態
が
地
方
に
特
有
な
民
謡
構
造
を
取
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
音
楽
変
化
の
様
態
を
グ
ロ
ー
マ
ー
は
《
鈴
木
主
水
口
説
》
を

例
に
と
り
考
察
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

犯
罪
、
心
中
な
ど
の
口
説
で
は
、
歌
わ
れ
た
者
は
集
団
内
の
被
害
者
と

な
る
。
西
洋
に
お
け
る
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
と
同
じ
く
、
地
域
の
醜
聞
を
語
る

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
見
せ
し
め
の
私
刑
と
も
な
る
。
聞
か
さ
れ
る
者
は
、

そ
の
よ
う
な
反
社
会
的
な
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
と
自
ら
を
戒
め
る
だ
ろ

う
。
排
除
に
荷
担
し
た
者
が
、「
満
場
一
致
」
の
一
員
と
な
り
、
そ
の
集
団

の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
歌
に
よ
っ
て
地
域
人
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る
。
口
説
節
を
う
た
い
聴
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
踊
る
行
為
は
、地
域
社
会
の
人
間
関
係
を
調
整
、規
制
す
る
手
段
と
な
る
。

音
楽
行
為
は
自
足
的
、
自
己
回
帰
的
な
特
質
を
内
包
す
る
も
の
の
、
複
数

の
人
々
に
よ
る
行
為
と
し
て
共
有
さ
れ
た
時
空
間
に
展
開
さ
れ
る
。

　

物
語
は
、
こ
と
が
何
故
、
い
か
に
し
て
起
き
た
の
か
、
そ
し
て
結
果
を

知
り
、
そ
こ
か
ら
語
り
は
じ
め
る
。
何
で
あ
っ
た
か
は
事
象
に
対
す
る
評
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価
で
あ
る
。
一
回
的
、
固
有
性
、
必
然
性
に
関
わ
る
。
死
刑
に
さ
れ
た
後

も
、
男
性
を
惑
わ
し
た
肉
体
の
一
部
が
切
り
取
ら
れ
て
標
本
に
さ
れ
た
の

は
、
不
倫
、
家
庭
生
活
の
破
綻
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、《
小
ノ
畑
オ
キ
ミ

口
説
》
は
歌
う
。
三
つ
も
の
を
揃
え
て
貰
っ
た
嫁
な
の
に
姑
は
気
に
入
ら

な
い
、
嫁
は
叱
ら
れ
、
い
び
ら
れ
、
は
じ
か
れ
、
に
ら
め
ら
れ
、
食
べ
さ

せ
ら
れ
ず
、
婆
は
角
が
生
え
て
い
る
鬼
だ
っ
た
。
縁
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
、
是
非
も
な
い
、
泣
い
て
離
縁
し
た
と
、《
弥
三
郎
節
》
は
歌
う
。
門

付
け
を
生
業
と
す
る
ボ
サ
マ
は
、
そ
の
地
域
の
衝
撃
的
な
刃
傷
事
件
《
惣

三
郎
口
説
》
を
歌
う
。
そ
の
よ
う
に
時
間
を
遡
っ
て
物
語
は
組
織
さ
れ
、

現
在
の
生
活
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
過
去
に
つ
い
て
、
他
人
に
つ
い
て
語

る
。
個
人
の
関
心
、
集
団
の
考
え
方
に
よ
る
制
度
化
さ
れ
た
想
起
作
業
で

あ
る
。
事
件
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
処
理
の
し
か
た
、
す
な
わ
ち
如

何
な
る
物
語
と
し
て
処
理
さ
れ
、
誰
に
向
か
っ
て
如
何
に
歌
わ
れ
た
か
が
、

解
読
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

口
説
節
は
、
上
記
の
よ
う
に
単
に
物
語
や
、
時
ど
き
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝

え
る
意
義
で
の
み
理
解
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
。
美
声
を
き
か
せ
、
切
々

と
繰
り
返
す
旋
律
に
の
せ
て
歌
い
、
感
動
を
も
っ
て
聞
い
た
庶
民
の
音
楽

芸
術
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
性
に
関
す
る
大
ら
か
な
笑
い
を
誘
う
歌

詞
も
、
心
中
事
件
や
情
話
を
う
た
う
歌
詞
も
、
明
治
以
降
は
道
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
、
最
近
は
風
光
明
媚
な
名
勝
や
土
産
品
を
う
た
う
歌

詞
の
み
に
変
り
つ
つ
あ
る
。
身
分
制
度
と
結
び
つ
い
て
い
た
音
楽
特
質
が

明
治
期
以
降
に
消
滅
し
た
。
特
に
昭
和
初
期
か
ら
の
社
会
風
潮
、
戦
後
の

消
費
社
会
に
お
け
る
大
衆
芸
術
の
在
り
様
が
反
映
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

研
究
者
が
語
る
と
は
、
研
究
対
象
の
社
会
的
意
義
や
、
研
究
目
的
を
語

る
こ
と
だ
っ
た
。
歌
う
者
の
口
か
ら
離
し
、
享
受
す
る
者
の
耳
か
ら
傍
受

し
て
分
析
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
再
評
価
し
て
、
地
域
の

人
々
に
戻
し
、
歌
い
、
聴
き
、
共
に
享
受
す
る
よ
う
な
施
策
を
示
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
、口
説
節
は
失
わ
れ
た
過
去
の
遺
産
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
こ
の
論
考
は
口
承
文
芸
学
会
第
31
回
弘
前
大
会 

に
お
い
て
行
っ
た
講

演
を
基
に
加
筆
し
た
。
青
森
県
で
の
大
会
だ
っ
た
の
で
、
地
元
の
民
謡
歌

手
、
佐さ
と
う藤

信の
ぶ
お夫

氏
に
歌
唱
を
依
頼
し
、
ま
ず
音
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
の

後
に
、
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
口
承
文
芸
は
、
語
ら
れ
る
現
象
を
問

題
に
す
る
の
で
、
当
然
、
声
の
音
質
や
抑
揚
、
強
弱
、
テ
ン
ポ
な
ど
が
分

析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
語
ら
れ
る
場
、
話
者
と
享
受
者
の

人
間
関
係
な
ど
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
。
大
会
で
は
、
音
楽
学
に
直
接
関

わ
ら
な
い
研
究
者
を
も
想
定
し
、
音
楽
の
基
本
的
概
念
か
ら
説
き
起
こ
し

た
。
そ
れ
ら
は
、
音
韻
学
に
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
枠
組
み
で
あ
り
、
歌

わ
れ
る
歌
謡
を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
た
。）

註（
1
） 

木
村
弦
三
『
奥
々
民
俗
旋
律
集
成　

正
・
続
』
一
九
七
五
―

一
九
七
七　

木
村
弦
三
著
作
刊
行
会
、
松
野
武
雄
「
津
軽
民
謡
史
」

神
良
治
郎
編
『
む
つ
』
一
九
三
一
―
一
九
三
五　

陸
奥
郷
土
会

（
2
） 

笹
森
建
英
「
芸
能
・
俚
謡
」
深
浦
町
編
『
深
浦
町
史　

下
巻
』

一
九
八
五　

深
浦
町
役
場
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（
3
） 

松
野
武
雄　

前
掲
書

（
4
） 

戌 

克
己
他
篇
『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』
一
九
八
六　

角
川
書
店

（
5
） 
松
野　

前
掲
書

（
6
） 
グ
ロ
ー
マ
ー
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
『
江
戸
の
は
や
り
唄
』
一
九
九
五　

名
著
出
版
社

（
7
） 

山
上
笙
介
『
津
軽
の
夜
明
け　

下
巻
之
壱
』
一
九
七
三　

陸
奥
新

報
社

（
8
） 

山
上　

前
掲
書

（
9
） 

小
野
慎
吉
「
ビ
ヤ
ボ
ン
の
研
究
」
神
良
治
郎
篇
『
む
つ　

第
弐
』

一
九
三
一　

陸
奥
郷
土
会

（
10
） 

松
野　

前
掲
書

（
11
） 

松
野　

前
掲
書

（
12
） 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部　

前
掲
書　

（
13
） 

青
森
県
教
育
委
員
会
『
盆
踊
り
と
盆
踊
り
歌
』
一
九
七
九　

青
森

県
教
育
委
員
会

 

青
森
県
教
育
委
員
会
『
青
森
県
の
民
謡
』
一
九
八
八　

青
森
県
教

育
委
員
会

（
14
） 

松
木
宏
泰
他
『
津
軽
の
響
き
声
・
五
大
民
謡
歌
詞
全
集
』
二
〇
〇
六

津
軽
民
謡
21
世
紀
伝
承
会

（
15
） SA
CH

S, Curt 

“ T
he Rise of M

usic in the A
ncient W

orld  
East and W

est

”
一
九
四
三　

N
ew

 Y
ork: N

orton. pp.41-52.
 

　

音
楽
の
起
源
論
の
一
つ
で
あ
る
言
語
抑
揚
説
で
あ
り
、
メ
ロ

デ
ィ
の
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。 logogenic 

は w
ord-bord 

で

あ
り
、pathogenic  

は pssion and m
otor im

pulse 

に
由
来
し
、

m
elogenic

は
そ
れ
ら
を
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

弘
前
市
教
育
委
員
会
『
津
軽
の
伝
統
音
楽
―
目
録
―
』
一
九
八
二　

弘

前
市
教
育
委
員
会　

弘
前
市
立
図
書
館
。
一
九
九
八
年
に
『
青
森

県
の
民
族
音
楽
目
録　

工
藤
健
一
収
録
音
資
料
等
』 

と
し
て
編
集
し

な
お
さ
れ
た
。
収
録
曲
数
二
七
八
一
、
M
D
、
テ
ー
プ
は
弘
前
市

立
図
書
館
で
聴
取
可
能
。

（
17
） 

ト
ド
ロ
フ Todorov, T. &

 Ducrot,O. Dictionaire encyclopedique 
essciences du languge. 

滝
田
文
彦
他
訳
『
言
語
小
事
典
』

一
九
七
八　

朝
日
出
版

（
18
） 

内
田
邦
彦
『
津
軽
口
碑
集
』
一
九
二
九　

郷
土
研
究
社

（
19
） 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
『
巫
女
の
習
俗　

Ⅱ
青
森
県
』
一
九
八
六　

財
団
法
人
国
土
地
理
社

（
20
） 

内
田　

前
掲
書

（
21
） 

松
木　

前
掲
書

（
22
） 

竹
内
長
雄
「
西
の
関
」
神
良
治
郎
編
『
む
つ　

第
弐
』
一
九
三
一　

陸
奥
郷
土
会

（
23
） 

グ
ロ
ー
マ
ー　

前
掲
書

（
24
） 

笹
森
建
英
「
民
俗
音
楽
に
於
け
る
聴
衆
」『
弘
前
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
第
53
号　

一
九
八
五　

弘
前
大
学
教
育
学
部

（
25
） 
ト
ド
ロ
フ　

前
掲
書

（
26
） 

グ
ロ
ー
マ
ー　

前
掲
書（

さ
さ
も
り
・
た
け
ふ
さ
／
弘
前
学
院
大
学
）


