
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

『
琴
歌
譜
』
歌
謡
を
手
が
か
り
に

は
じ
め
に

言
葉
と
し
て
の
ウ
タ
の
自
立

　
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
に
お
い
て
〈
５
７
７
〉
の
音
数
律
か
ら
な

る
三
句
体
の
詞
形
が
、
歌
謡
の
部
分
的
単
位
と
し
て
機
能
し
、
場
合
に
よ
っ
て

は
そ
れ
の
み
で
独
立
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
（
そ
の
一
つ
の
形
が
『
記
』
に
い
う

「
片
歌
」
で
あ
る
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
５
７
７
の
三
句
体
詞
形
に

つ
い
て
、
『
記
』
の
歌
謡
物
語
の
歌
謡
観
を
明
ら
か
に
す
る
視
点
か
ら
別
稿

（
「
記
さ
れ
た
歌
謡

三
句
体
詞
形
に
見
る
古
事
記
の
歌
謡
観
－
」
『
日
本

歌
謡
研
究
』
四
七
号
）
で
考
察
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
深
く
触
れ
え
な

駒
　
　
木

敏

を
「
歌
詞
」
と
し
て
記
し
た
も
の
と
、
歌
曲
と
し
て
の
歌
の
唱
謡
法
を
示
し
た

「
譜
詞
」
（
声
譜
）
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
「
譜
詞
」
と
は
ウ
タ
の
唱
謡
法

（
調
子
の
緩
急
、
引
声
の
長
短
、
囃
詞
の
挿
入
、
句
の
反
復
な
ど
の
あ
り
方
）

に
即
し
た
言
葉
の
連
な
り
で
あ
り
、
「
歌
詞
」
と
は
、
実
際
に
歌
わ
れ
る
ウ
タ

言
葉
か
ら
音
楽
性
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
音
数
律
と
意
味
的
構
成
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
言
葉
の
連
な
り
で
あ
軸
。
歌
詞
は
譜
詞
を
よ
り
言
語
的
に
整
理
し
た

告
兄
の
ウ
タ
言
葉
で
あ
る
。
譜
詞
か
ら
歌
詞
へ
の
間
に
は
、
ウ
タ
が
音
楽
を
離

れ
て
、
言
葉
の
自
足
し
た
形
式
と
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
る
こ
と

か
っ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
『
記
』
の
歌
謡
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
三
句
体
の
様
態
、
　
る
。

も
し
く
は
潜
在
的
様
態
が
歌
謡
の
唱
謡
法
を
通
し
て
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

ど
う
か
の
問
題
が
あ
っ
た
。
『
記
』
『
紀
』
の
歌
謡
に
唱
謡
の
あ
り
方
を
見
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
幸
い
に
『
琴
歌
譜
』
に
は
歌
謡
の
言
葉

　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

つ
ま
り
・
「
詞
形
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
ウ
タ
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
あ

　
小
稿
で
は
、
『
琴
歌
譜
』
の
唱
謡
法
を
参
考
に
し
つ
つ
、
歌
謡
の
歌
詞
に
内

在
す
る
律
音
と
し
て
の
プ
レ
三
句
体
（
短
長
長
計
５
７
７
）
と
で
も
い
う
べ
き

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

｜

｜

｜



　
　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

　
本
来
な
ら
ば
、
『
琴
歌
譜
』
と
『
記
』
『
紀
』
に
つ
い
て
の
前
提
的
条
件
を
整

理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
原
本
は
弘
仁
初
年
（
九
世

紀
前
半
）
ま
で
湖
り
う
る
と
い
う
指
撮
、
そ
の
当
時
の
唱
謡
法
を
伝
え
、
中
に

は
『
記
』
『
紀
』
の
歌
謡
の
唱
謡
法
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
の
理
机
な
ど
に

従
い
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
神
野
富

一
氏
他
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
（
口
～
（
四
）
」
（
『
甲
南
国
文
』
四
十
ご
丁
四
十
六

号
）
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
さ
て
、
そ
の
要
点
の
一
つ
は
『
琴
歌
譜
』
の
示
す
〈
譜
詞
〉
と
〈
歌
詞
〉
と

の
対
応
が
相
対
的
に
〈
歌
譜
＝
音
声
の
ウ
タ
〉
と
〈
歌
詞
＝
文
字
の
ウ
タ
〉
の

対
応
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〈
譜
詞
〉
は
相
対
的
に
歌
謡
（
唱
謡
）
に

即
し
た
ウ
タ
言
葉
で
あ
り
、
〈
歌
詞
〉
は
相
対
的
に
文
字
に
即
し
た
ウ
タ
言
葉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
山
口
佳
紀
氏
は
、
古
代
の
歌
謡
の
音
数
律
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
「
音
楽

的
な
『
歌
唱
』
と
音
楽
か
ら
離
れ
た
『
律
読
』
と
を
区
別
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
和
歌
の
歌
詞
を
音
楽
に
載
せ
て
歌
う
場
合
と
、
単
に
リ
ズ
ム
を
も

た
せ
て
読
み
上
げ
る
場
合
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
を

立
て
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
音
数
律
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
左
に
、
二
つ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
和
歌
が
音
数
律
を
も
つ
の
は
『
律
読
』
が
前
提
に
さ
れ
て
い
だ
か
ら
で
あ

　
　
っ
て
、
も
し
飽
く
ま
で
も
『
歌
唱
』
の
み
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
ら
ば
、
音
数
律
は
で
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
の
音
数
律

　
　
を
考
え
る
場
合
に
は
、
『
律
読
』
を
考
え
れ
ば
よ
く
、
『
歌
唱
』
な
ど
は
考

　
　
え
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
和
歌
に
つ
い
て
『
歌

　
　
唱
』
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
し
よ
う
と
思
え
ば
『
歌
唱
』
も
可
能

　
　
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
案
外
『
万

　
　
葉
集
』
の
和
歌
に
近
い
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
記
』
『
紀
』
の
歌

　
　
謡
が
「
歌
唱
」
の
み
を
前
提
に
歌
が
作
ら
れ
た
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の

　
　
で
は
な
く
、
「
律
読
」
を
前
提
と
し
て
歌
が
作
ら
れ
た
時
代
に
入
っ
て
か

　
　
ら
、
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
紐
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
記
紀
の
歌
謡
は
律
読
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
歌
が
作
ら
れ

た
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
記
紀
の
歌
謡
を
律
読
す
る
と

い
う
ケ
ー
ス
は
、
普
通
に
は
考
え
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
文
字
化

の
過
程
で
そ
れ
に
近
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、
『
古
事
記
』
を

文
字
で
記
し
、
併
せ
て
歌
を
文
字
で
記
す
と
い
う
営
み
自
体
が
二
言
語
的
に
自

律
し
た
ウ
タ
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
謡
わ
れ
た
歌
謡
か
ら
言
語
的
側
面

の
み
を
文
字
化
し
て
自
立
さ
せ
、
ま
た
書
か
れ
た
ウ
タ
を
「
読
む
」
と
き
に
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
リ
ズ
ム
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
や
す
い
階
梯
で
あ
る
。

ウ
タ
の
音
数
律
の
形
成
を
ど
う
考
え
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
日
常
の

会
話
を
中
心
と
す
る
音
声
言
語
と
は
や
や
異
な
る
発
話
形
態
に
よ
る
音
声
言
語



（
ウ
タ
フ
ー
ト
ナ
フ
ー
ナ
ガ
ム
な
ど
）
で
は
、
言
葉
自
体
の
ま
と
ま
り
・
を
中
心

と
す
る
リ
ズ
ム
（
つ
ま
り
音
数
律
）
が
意
識
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
歌
謡
の
範
躊
に
お
い
て
も
、
楽
器
を
伴
い
、
そ
の
リ
ズ
ム
や
メ
ロ
デ
ィ

ー
、
音
の
高
低
・
伸
縮
等
を
駆
使
し
て
歌
わ
れ
る
も
の
以
外
に
、
楽
器
を
伴
わ

な
い
徒
歌
や
朗
唱
風
の
歌
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
ウ
タ

で
は
言
語
の
属
性
、
つ
ま
り
音
韻
と
意
味
と
に
よ
り
比
重
を
か
け
て
音
楽
性
が

意
識
さ
れ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
Ｉ
つ
が
言
葉
の
連
な
り
と

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
音
数
律
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
唱
え
言
や
朗
詠
の
よ
う
な
も
の
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
音
数
律
を
も
つ
の

で
あ
る
。

　
歌
を
「
唱
え
る
」
こ
と
（
音
楽
的
に
「
歌
う
」
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
）

に
内
在
す
る
「
言
葉
の
律
」
を
、
山
口
氏
の
指
摘
さ
れ
た
「
律
読
」
の
レ
ペ
ル

で
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
書
く
こ
と
を
通
し
て
詞
形
を
整
え
る
に
際
し
て

も
、
音
楽
性
に
付
随
す
る
言
葉
の
ま
と
ま
り
と
同
時
に
、
音
数
律
が
意
識
さ
れ

た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一

長
歌
謡
の
構
造
と
三
句
体
詞
形
（
宇
吉
歌
）

　
『
記
』
『
紀
』
の
長
歌
謡
の
終
止
形
式
は
５
７
７
詞
形
が
主
流
で
あ
り
、
わ
ず

か
に
５
３
７
詞
形
、
そ
の
他
の
終
止
形
式
が
あ
る
と
い
う
様
相
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
『
琴
歌
譜
』
の
場
合
は
、
長
歌
謡
形
式
で
明
確
に
５
７
７
の
詞
形
で

　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

結
ぶ
も
の
は
む
し
ろ
少
な
い
。
例
え
ば
、
『
記
』
で
は
５
７
（
短
長
）
句
の
連

続
で
進
み
そ
の
ま
ま
５
７
詞
形
で
終
止
す
る
「
志
良
宜
歌
」
（
七
八
番
、
紀
六

九
番
も
同
じ
）
が
琴
歌
譜
（
二
二
番
）
で
は
５
７
７
詞
形
に
整
理
さ
れ
て
い
る

の
な
ど
は
、
両
者
の
相
違
を
示
す
一
例
で
あ
飴
。
こ
れ
は
琴
を
伴
奏
と
す
る
琴

歌
譜
歌
謡
の
特
徴
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
謡
わ
れ
る
歌
を
文

字
化
（
歌
詞
化
）
す
る
際
の
歌
形
（
歌
型
）
の
認
識
の
相
違
な
ど
に
よ
る
も
の

な
の
か
、
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
中
で
、
『
琴
歌
譜
』
歌

謡
に
あ
っ
て
も
、
短
歌
謡
な
い
し
短
歌
形
式
の
二
段
唱
謡
法
や
、
あ
る
種
の
長

歌
謡
の
前
半
や
中
段
の
部
分
に
お
い
て
、
５
７
７
詞
形
が
区
切
り
の
機
能
を
強

く
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
Ｉ
つ
が
『
記
』
　
一
〇
三
番
（
宇

岐
歌
）
と
同
じ
歌
謡
で
あ
る
「
宇
吉
歌
」
（
一
四
番
）
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ

の
歌
詞
と
譜
詞
と
を
対
照
し
て
示
そ
う
（
［
　
］
は
異
伝
。
』
印
は
私
に
段
落
の

句
切
り
を
示
し
た
）
。

　
　
　
歌
詞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
　
譜
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
①
み
な
そ
そ
く
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
①
み
な
そ
そ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
お
み
の
お
と
め
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
②
お
み
の
お
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈹
ほ
だ
り
と
り
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
③
ほ
だ
り
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
④
か
た
く
と
れ
『
と
ら
さ
ね
？
　
　
①
か
た
く
と
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑤
ぱ
た
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑥
ほ
だ
り
と
ら
す
こ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

引
し
た
か
た
く

ぐ㈲
や
が
た
く
と
れ

(7)

ほ
だ
り
と
ら
す
こ

⑦
ほ
だ
り
と
り

⑧
か
た
く
と
れ

⑤
し
た
か
た
く

⑩
や
が
た
く
と
れ

⑥
ぽ
た
り
・
と

⑩
ほ
だ
り
と
ら
す
こ
』

　
　
　
（
一
四
番
・
宇
吉
歌
）

こ
の
歌
は
、
雄
略
記
の
「
豊
楽
」
の
条
に
も
「
宇
岐
歌
」
と
し
て
出
て
い
て
、

歌
詞
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
み
な
そ
そ
く
　
お
み
の
を
と
め
　
ほ
だ
り
と
ら
す
も

　
　
ぽ
た
り
・
と
り
　
か
た
く
と
ら
せ

　
　
し
た
が
た
く
　
や
が
た
く
と
ら
せ
　
ほ
だ
り
と
ら
す
こ
（
記
一
〇
三
）

こ
れ
を
音
節
数
（
音
数
律
）
に
よ
っ
て
対
応
さ
せ
る
と
、

『
記
』
　
に
り
・
（
’
０
・
７

｣
Ｏ

・

　
Ｃ
£
>

５

７
　
・
　
７

『
琴
歌
譜
』
　
５
・
６

　
　
　
　
　
に
り
　
・
　
仄
り
　
　
【
７
】

｣
Ｏ

・

　
<
」
Ｏ

７

の
よ
う
に
な
り
、
『
記
』
と
『
琴
歌
譜
』
と
で
は
歌
詞
（
歌
形
）
も
音
数
律
も

異
っ
て
い
る
。
歌
詞
だ
け
を
比
較
す
る
と
、
『
琴
歌
譜
』
は
『
記
』
の
第
三
句

「
ほ
だ
り
と
ら
す
も
」
を
脱
落
さ
せ
た
形
と
も
見
え
る
が
、
譜
詞
か
ら
は
そ
れ

に
対
応
す
る
形
を
想
定
で
き
な
い
か
ら
、
こ
と
は
単
純
で
は
な
い
。
歌
詞
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

異
に
対
応
し
て
譜
詞
（
曲
形
）
に
も
違
い
の
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
『
記
』
で

は
〈
三
向
体
土
一
向
上
二
句
体
〉
の
形
式
で
、
音
数
律
的
に
は
、
中
間
の
５
５

の
二
句
を
挾
ん
で
、
前
半
の
５
７
７
と
後
半
の
５
７
７
と
が
対
偶
す
る
形
で
あ

る
。
「
構
造
的
に
い
う
と
５
７
７
・
５
７
７
の
旋
頭
歌
形
式
を
基
本
と
し
、
後

句
の
５
７
７
の
部
分
が
、
呪
詞
的
繰
返
し
の
た
め
に
５
７
・
５
７
７
に
伸
び
た

　
⑥
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
曲
形
は
三
句
体
を
軸
に
、
前
後
半
が
対
応
す
る
二
段

構
成
を
基
本
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
琴
歌
譜
』
で
は
〈
短
長
短
長
〉

と
進
行
し
、
最
後
に
長
音
句
（
７
音
句
）
を
加
え
て
終
止
す
る
形
式
で
あ
る
。

歌
詞
が
示
す
よ
う
に
、
音
数
律
の
不
整
形
と
い
う
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
小
長

歌
と
認
め
て
よ
い
形
式
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
琴
歌
譜
』
そ
の
も
の
に
即
し
て
み
る
と
、
実
は
歌
詞
と
譜
詞

と
の
問
に
も
若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
わ
か
る
。
譜
詞
の
全
体
が
前
後
半
六
行

ず
つ
の
十
二
行
で
あ
る
の
に
、
歌
詞
は
七
句
の
奇
数
句
形
で
あ
り
、
二
段
構
成

的
な
要
素
に
乏
し
い
。
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
、
歌
詞
に
基
づ
い
て
想
定

さ
れ
た
詞
形
と
は
異
な
っ
た
「
詞
形
＝
曲
形
」
が
見
え
も
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
・
、
譜
詞
に
基
づ
い
て
曲
形
を
想
定
す
れ
ば
、
「
二
段
に
構
成
さ
れ
る
唱
謡

法
を
も
つ
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
飴
。
具
体
的
に
確
認
す
る
と
、
譜

詞
⑤
、
⑥
の
「
ぱ
た
り
と
　
ほ
だ
り
と
ら
す
こ
」
の
部
分
は
、
最
終
句
⑥
、
⑩

を
先
取
り
し
て
歌
う
形
で
、
こ
の
曲
形
の
反
復
（
歌
詞
の
反
復
で
も
あ
る
）
は

大
き
く
は
前
後
半
の
区
切
り
を
示
す
指
標
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
の
み
な
ら
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ず
、
そ
の
唱
謡
法
に
即
し
た
次
元
で
の
歌
詞
は
、
⑤
と
⑥
の
「
ぽ
た
り
と
」
の
　
　
か
ら
歌
詞
へ
の
表
記
化
の
際
に
、
何
ら
か
の
錯
誤
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
よ
い

句
は
反
復
な
の
で
括
弧
に
括
れ
ば
、

　
　
前
半
　
③
ほ
だ
り
と
り
　
　
　
　
　
　
後
半
　
⑨
し
た
か
た
く

　
　
　
　
　
④
か
た
く
と
れ
「
と
ら
さ
ね
」
　
　
　
　
⑩
や
が
た
く
と
れ

　
　
　
　
　
⑤
（
ぽ
た
り
と
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
（
ぽ
た
り
と
）

　
　
　
　
　
⑥
ほ
だ
り
と
ら
す
こ
　
　
　
　
　
　
　
⑩
ほ
だ
り
と
ら
す
こ

の
よ
う
な
対
応
と
し
て
取
り
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
後
半
の
⑩
に

対
応
す
る
前
半
の
④
は
「
か
た
く
と
れ
」
の
短
音
句
（
五
音
節
）
で
は
な
く
、

異
伝
に
（
コ
説
に
云
ふ
『
（
か
た
く
）
と
ら
さ
ね
』
」
と
あ
る
長
音
句
が
本
来

の
形
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
明
ら
か
な
繰
返
し
句
な
ど
を
省
い

て
整
理
さ
れ
る
歌
詞
（
ｘ
）
は
、

　
　
み
な
そ
そ
く
　
お
み
の
を
と
め

ほ
だ
り
と
り
　
か
た
く
と
れ
【
か
た
く
と
ら
さ
ね
】
　
ほ
だ
り
と
ら
す
こ

ほ
だ
り
と
り
　
か
た
く
と
れ

　
　
し
た
か
た
く
　
や
が
た
く
と
れ
　
ほ
だ
り
と
り
・
と
ら
す
こ

と
な
り
、
前
後
半
が
五
句
ず
つ
で
対
応
す
る
二
段
構
成
で
、
そ
の
句
切
り
は
、

〈
５
・
５
【
７
】
・
７
〉
（
前
半
）
、
〈
５
・
６
・
７
〉
（
後
半
）
の
よ
う
に
、
〈
短

長
長
〉
の
三
句
と
し
て
段
落
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
て
、
短
長

音
句
（
５
７
）
の
連
続
に
長
音
（
７
）
句
を
加
え
て
結
ぶ
現
在
の
琴
歌
譜
の
歌

詞
が
、
必
ず
し
も
譜
詞
に
即
応
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
譜
詞

　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

で
あ
ろ
う
（
も
し
く
は
、
『
琴
歌
譜
』
の
こ
の
曲
形
か
ら
、
二
つ
の
歌
詞
が
整

理
さ
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
）
。

　
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
は
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
問
題
も
看
過
し
え
な
い
。
す

な
わ
ち
、
当
該
歌
の
卜
の
音
の
表
記
に
際
し
て
、
歌
詞
で
は
五
例
の
す
べ
て
に

「
刀
（
甲
）
」
の
文
字
を
当
て
、
譜
詞
で
は
九
例
の
す
べ
て
に
「
止
（
乙
）
」
の

文
字
を
当
て
て
い
る
。
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
」
は
「
甲
類
の
文
字
が
残
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
、
歌
詞
の
方
に
古
い
表
記
が
残
っ
て
い
娠
」
と
す
る
。
『
琴
歌

譜
』
の
仮
名
遣
い
は
「
歌
詞
に
比
べ
て
、
声
譜
の
方
に
混
用
が
多
い
」
の
で
あ

り
、
こ
の
事
実
か
ら
す
る
と
、
譜
詞
と
は
別
に
文
字
化
さ
れ
た
歌
詞
（
資
料
）

が
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
お
そ
ら
く
ウ
キ
歌
の
唱
謡
法
は
琴
歌
譜
に

定
着
す
る
以
前
の
段
階
で
若
干
の
変
化
を
き
た
し
、
歌
詞
は
そ
の
変
化
す
る
以

前
の
資
料
の
文
字
遣
い
を
残
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
琴
歌
譜
』
と
『
記
』
『
紀
』
に
共
通
す
る
歌
謡
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は

同
様
の
歌
詞
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
部
分
的
に
は
微
妙
に
異
な
る
こ

と
も
あ
る
。
も
と
の
唱
謡
法
が
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
差
異
は
謡
わ
れ

る
ウ
タ
か
ら
文
字
の
ウ
タ
と
し
て
歌
詞
を
整
理
す
る
（
意
味
的
、
音
数
律
的
に

整
形
す
る
）
場
合
の
差
異
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
同
じ
曲
形
か
ら
二

つ
の
詞
形
（
記
・
琴
）
が
記
し
留
め
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

　
ウ
キ
歌
の
『
記
』
と
『
琴
歌
譜
』
の
歌
詞
の
相
違
は
措
く
と
し
て
、
現
在
の

『
琴
歌
譜
』
に
見
る
宇
吉
歌
の
歌
詞
は
〈
５
６
　
５
５
【
５
７
】
　
５
６
７
〉
か

〈
５
７
　
５
５
７
【
５
７
７
】
　
５
５
　
５
６
７
〉
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
二
段

構
成
で
あ
る
こ
と
は
動
か
ず
、
５
７
７
の
プ
レ
三
句
体
が
顕
在
化
し
て
い
る
歌

謡
の
事
例
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
二
　
六
句
体
と
短
歌
形
式
（
継
根
扶
理
と
高
橋
扶
理
）

　
唱
謡
法
を
通
し
て
見
ら
れ
る
プ
レ
三
句
体
の
顕
在
性
と
い
う
点
で
は
、
次
の

「
継
根
扶
理
」
（
八
番
）
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
歌
詞
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
　
譜
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
①
つ
ぎ
ね
ふ
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
①
つ
ぎ
ね
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
や
ま
し
ろ
が
は
に
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
②
や
ま
し
ろ
が
は
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
③
あ
き
づ
は
な
ふ
く
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
③
あ
き
づ
は
な
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
④
あ
き
づ
は
な
ふ
く
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
圃
は
な
ふ
と
も
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
③
は
な
ふ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
あ
が
は
し
も
の
に
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑥
あ
が
は
し
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
あ
は
ず
は
や
ま
し
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑦
あ
は
ず
は
や
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑧
あ
は
ず
は
や
ま
し
』

先
の
宇
吉
歌
は
長
歌
謡
で
あ
り
、
か
つ
二
段
構
成
を
取
る
も
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
継
根
扶
理
は
六
句
体
の
短
い
形
式
で
あ
る
が
、
歌
詞
と
譜
詞
の
対
照
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
ゝ
っ
に
、
「
４
・
７
・
７
・
（
７
）

　
歌
詞

田
み
ち
の
へ
の

幻
は
り
と
く
ぬ
ぎ
と

ぐ③
し
な
め
く
も

　ｌ．

ノペ

７
・
７
・
（
７
）
」

い
よ

の
二
段
唱
謡
法
で
あ
飴
。
譜
詞
に
よ
れ
ば
、
前
半
の
三
句
め
の
長
音
句
（
「
あ

き
づ
は
な
ふ
く
し
か
繰
り
返
さ
れ
、
後
半
も
六
句
め
の
長
音
句
（
「
あ
は
ず
は

や
ま
じ
ビ
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
短
・
長
・
長
」
の
三
句
を
繰
返
し
て
歌
う
六

句
体
で
あ
る
。
こ
の
唱
謡
法
に
お
け
る
〈
５
７
７
詞
形
〉
の
顕
在
性
は
、
あ
ら

た
め
て
説
明
す
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
古
代
の
歌
謡
と
し
て

「
旋
頭
歌
」
形
式
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
な
お
問
題
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
記
紀
の
次
元
で
の
六
句
体
詞
形
は
、
お
お
む
ね
前
半
の
三
句
体
に
対
し
て

後
半
の
三
句
体
詞
形
が
意
味
的
に
同
調
、
反
復
す
る
形
を
と
っ
て
い
て
、
旋
頭

歌
の
様
式
に
直
結
す
る
要
素
が
な
い
と
さ
れ
る
）
。

　
右
の
事
例
と
旋
頭
歌
形
式
の
関
係
は
措
く
と
し
て
、
『
琴
歌
譜
』
の
唱
謡
法

に
関
し
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
い
ま
の
六
句
体
と
短
歌
形
式
の
唱
謡
法
と
が

き
わ
め
て
近
い
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
短
歌
形
式
の
一
つ
で
あ

る
「
高
橋
扶
理
」
（
四
番
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
高
橋
扶
理
の
歌
詞
と
譜
詞

を
示
そ
う
。

　
譜
詞

①
み
ち
の
へ
の

②
は
り
と
く
ぬ
ぎ
と

③
し
な
め
く
も
　
な

④
し
な
め
く
　
め
や
』
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‐
‐
‐
　
　
⑤
し
な
め
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
い
ふ
な
る
か
も
よ
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑥
い
ふ
な
る
か
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
は
り
と
く
ぬ
ぎ
と
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑦
は
り
と
く
ぬ
ぎ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑧
は
り
と
く
ぬ
ぎ
と
』

歌
詞
に
整
理
さ
れ
た
形
は
継
根
扶
理
が
六
句
体
、
高
橋
扶
理
が
五
句
体
で
あ
る

が
、
譜
詞
を
見
る
と
ど
ち
ら
も
八
行
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
繰
返
し
部
分
を
括
弧

に
入
れ
て
表
示
す
る
と
、

　
〈
継
根
扶
理
〉

　
　
乙
朋
小
丁
…
：
４
・
７
・
７
・
（
７
）

　
　
後
半
・
●
●
●
●
奉
に
り
　
。
７
　
・
　
７
　
・
　
　
（
７
）

　
〈
高
橋
扶
理
〉

　
　
前
半
…
…
５
・
７
・
５
十
（
ヤ
シ
・
（
４
十
（
ヤ
シ
）

　
　
後
半

」
Ｏ
　
。
７
　
・
　
７
　
・
　
　
（
７
）

の
よ
う
に
、
同
様
に
前
後
半
が
と
も
に
四
行
の
対
称
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

高
橋
扶
理
の
譜
詞
の
第
三
行
め
が
「
し
な
め
く
も
　
な
　
い
よ
（
５
十
（
ヤ

シ
）
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
句
が
短
音
節
で
あ
る
た
め
、
（
ヤ
シ
を
入

れ
て
後
半
の
相
当
句
（
⑦
の
七
音
節
）
に
合
わ
せ
て
等
量
に
し
て
い
る
た
め
と

み
ら
れ
る
。
す
で
に
、
賀
古
明
氏
が
『
琴
歌
譜
』
か
ら
「
本
末
詠
唱
法
」
つ
一

段
構
成
）
の
歌
謡
を
取
り
出
さ
れ
た
中
に
、
継
根
扶
理
と
高
橋
扶
理
と
を
含
め

て
お
ら
心
、
ま
た
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
」
も
継
根
扶
理
に
つ
い
て
、
高
橋
扶
理
と

歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

同
じ
二
段
構
成
の
歌
曲
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
飴
。
ま
た
「
琴
歌
譜
注
釈

稿
」
の
〈
歌
い
方
〉
の
項
に
、
「
他
の
二
段
構
成
の
歌
に
比
べ
て
第
３
句
、
第

５
句
の
繰
返
し
が
多
い
。
前
段
に
は
囃
詞
「
な
」
「
い
よ
」
「
め
や
」
が
あ
り
、

後
段
の
対
応
部
に
対
し
て
言
葉
の
量
を
調
節
し
て
い
る
。
手
の
数
は
前
段
と
後

段
、
い
ず
れ
も
十
四
で
、
そ
の
位
置
も
次
の
よ
う
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
い
」
と

あ
る
。
神
野
富
一
氏
も
、
『
続
紀
』
天
平
六
年
の
歌
垣
の
「
本
末
を
以
て
唱
和
」

し
た
と
あ
る
記
事
な
ど
を
あ
げ
、
「
前
段
を
本
方
が
、
後
段
を
末
方
が
歌
っ
て

唱
和
し
た
い
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
神
楽
歌
や
催
馬
楽
に

見
ら
れ
る
本
末
に
分
け
て
歌
う
唱
謡
法
と
共
通
し
た
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
と
し

て
よ
い
と
思
う
。

三
　
短
歌
の
唱
謡
法
と
三
句
体
詞
形

　
歌
謡
の
唱
謡
法
に
お
い
て
、
二
段
構
成
に
基
づ
く
長
歌
謡
の
句
切
り
の
あ
り

方
が
、
歌
詞
と
し
て
言
語
化
さ
れ
た
と
き
に
５
７
７
詞
形
に
定
着
化
す
る
事
例

を
、
幾
つ
か
考
察
し
て
き
た
。
『
琴
歌
譜
』
の
様
態
に
即
し
て
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
問
題
は
短
歌
形
式
（
短
歌
謡
）
の
唱
謡
法
に
も
深
く
関
わ
っ
て
く

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
節
で
見
た
関
係
ほ
ど
前
後
半
の
あ
り
方
が
近
似
的
で
は
な

い
に
せ
よ
、
い

ず
れ
も
短
歌
形
式
で
あ
る
「
片
降
」
つ
二
番
、
十
一
月
節
）
、
「
大
直
備
歌
」
（
一

二
番
）
、
「
短
埴
安
扶
理
」
（
五
番
）
、
「
片
降
」
（
一
五
番
、
正
月
節
）
な
ど
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

ら
れ
る
唱
謡
法
も
ま
た
、
二
段
唱
謡
法
で
⊇
貝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、

三
番
、
五
番
、
一
五
番
な
ど
は
、
前
後
半
の
対
応
の
あ
り
方
や
「
手
」
（
拍
子
）

の
数
に
至
る
ま
で
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
唱
謡
法
は
、
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
る
。

　
　
　
歌
詞
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
　
譜
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
側
ゆ
ふ
し
で
の
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
①
ゆ
ふ
し
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
側
か
み
が
さ
き
な
る
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
②
か
み
が
さ
き
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈹
い
な
の
ほ
の
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
③
い
な
の
ほ
　
め
や
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
④
い
な
の
ほ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
側
も
ろ
ほ
に
し
で
よ
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑤
も
ろ
ほ
に
し
で
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐
‐

　
　
㈲
こ
れ
ち
ふ
も
な
し
　
　
　
‐
‐
‐
　
　
⑥
こ
れ
ち
ふ
も
な
し
』
⊇
一
番
、
片
降
）

譜
詞
に
見
ら
れ
る
構
造
は
、
〈
５
・
７
・
４
十
（
ヤ
シ
（
前
半
）

５

７
・
７
（
後
半
）
〉
と
な
る
。
同
じ
短
歌
形
式
で
二
段
構
成
を
と
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
先
の
高
橋
扶
理
が
、
前
半
の
最
後
の
行
（
五
音
相
当
句
十
（
ヤ

シ
）
と
後
半
の
最
後
の
行
（
七
音
相
当
句
）
と
を
反
復
し
て
八
行
に
亙
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
「
片
降
」
の
譜
詞
は
六
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

『
琴
歌
譜
』
で
は
同
じ
短
歌
形
式
に
も
い
く
つ
か
の
唱
謡
法
が
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
点
は
、
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
、
高
橋
扶
理
の
よ
う
な
例
は
他
に
は

見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
『
琴
歌
譜
』
に
お
い
て
も
、
「
片
降
」
に
見
ら
れ
る
唱
謡

法
が
、
短
歌
形
式
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い

八

う
の
も
、
右
は
神
楽
歌
の
大
前
張
二
二
六
番
歌
「
木
綿
垂
で
ビ
と
類
歌
関
係

に
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
唱
謡
法
が
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
〔
本
〕
　
木
綿
垂
で
の
　
神
の
幸
田
に
　
稲
の
穂
の

　
　
〔
末
〕
　
稲
の
穂
の
　
諸
穂
に
垂
で
よ
　
こ
れ
ち
ほ
も
な
し
二
二
六
）

右
の
神
楽
歌
の
場
合
も
、
（
ヤ
シ
の
存
在
は
不
明
な
も
の
の
〈
５
・
７
・
５

⊇
こ
・
７
・
７
〉
の
唱
謡
法
で
あ
る
（
大
前
張
は
「
宮
人
」
「
難
波
潟
」

（
５
）
７
７
〉
の
唱
謡
法
で
あ

「
榛
」
な
ど
も
同
じ
。
他
に
明
星
の
「
朝
倉
」
（
七
九
番
）
な
ど
も
同
じ
）
。

　
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
短
歌
形
式
の
前

後
半
を
本
末
に
分
け
て
歌
う
、
〈
５
７
５

る
。
こ
の
唱
謡
法
は
古
代
の
短
歌
形
式
の
一
般
的
な
唱
謡
方
法
で
あ
る
が
、
す

で
に
『
記
』
『
紀
』
の
歌
謡
に
見
ら
れ
い
と
い
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
唱
謡
法
を
み
る
と
、
第
三
句
め
の
繰
返
し
（
反
復
）
は
、

５
音
句
（
短
音
句
）
に
囃
詞
を
加
え
て
歌
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
前
後

半
が
相
似
形
を
な
す
い
わ
ゆ
る
二
段
構
成
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
短
歌
形
式

（
五
句
）
の
場
合
で
も
、
細
か
な
旋
律
や
引
き
声
な
ど
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、

前
後
半
を
等
量
的
に
歌
う
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
短
歌
形
式
の
ひ
と
つ

の
唱
謡
法
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
〈
短
・
長
・
短
・
長
・
長

（
5
7
5
7
7
）
〉
と
あ
る
歌
の
第
三
句
に
囃
詞
を
付
加
し
て

　
　
短
（
５
∵
長
（
７
）
・
短
（
５
十
二
・
短
（
５
了
長
（
７
∵
長
（
７
）

と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
内
在
す
る
基
本
律
が
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、

｜

｜

｜



　
　
前
一
半
　
５
・
７
・
７
（
＝
５
＋
α
）

と
い
う
音
律
を
取
り
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
り
、
短
歌
体
の
唱
謡
法
を
通

し
て
も
、
そ
こ
に
〈
５
７
７
〉
の
音
律
と
し
て
の
プ
レ
三
句
体
詞
形
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
短
歌
形
式
の
唱
謡
法
に
は
二
つ
の
型
が
あ
り
、
も
う
一
つ
は
五
七
調
唱
謡
法

で
あ
る
。
そ
れ
は
『
承
徳
本
歌
謡
集
』
が
伝
え
る
伊
勢
の
外
宮
の
北
御
門
の
神

楽
歌
の
よ
う
に
、
第
二
句
め
の
七
音
節
を
反
復
し
て
歌
う
形
式
で
あ
る
。

　
　
「
本
」
河
社
　
篠
に
折
り
か
け
　
篠
に
折
り
か
け

　
　
「
末
」
干
す
衣
　
い
か
に
干
せ
ば
か
七
日
干
ず
と
い
ふ
（
承
徳
本
歌
謡
集
）

つ
ま
り
、
〈
５
７
（
７
）

５
７
７
〉
の
唱
謡
法
で
あ
り
、
言
葉
の
意
味
の

構
造
と
し
て
は
二
句
切
れ
に
対
応
す
る
の
で
、
〈
５
７
５

の
七
五
調
唱
謡
法
よ
り
古
い
形
式
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
ふ
。

こ
の
五
七
唱
謡
法
〈
５
７
（
７
）

（
５
）
　
７
７
〉

　
唱
謡
法
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
の
内
在
律
を
そ
の
ま
ま
歌
謡
の
歌
詞
に
投
映
す

る
の
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
言
葉
の
音
律
と
い
う
面
か
ら
す
る
と
、
五
七
唱
謡

法
ほ
ど
に
は
明
確
で
な
い
に
し
て
も
、
七
五
唱
謡
法
の
形
式
も
内
在
的
に
は

〈
短
長
長
（
５
７
７
づ
の
音
律
の
対
応
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
短
歌
の
唱
謡
法
の
二
種
は
、
二
句
切
れ
、
三
句
切
れ
と
い
う
表
現

構
造
の
側
面
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
唱
謡
の
二
段
構
成

と
い
う
点
で
は
、
構
造
的
に
は
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。

お
わ
り
に

　
『
琴
歌
譜
』
歌
謡
の
、
短
歌
を
含
め
た
二
段
構
成
の
唱
謡
法
を
通
し
て
見
る

か
ぎ
り
で
は
、
プ
レ
三
句
体
父
短
長
長
〉
の
三
句
の
連
結
）
は
音
楽
的
な
単

位
と
し
て
か
な
り
固
定
的
な
あ
り
方
を
持
っ
て
お
り
、
「
音
楽
（
音
声
）
と
し

て
の
言
葉
」
の
な
か
か
ら
「
意
味
と
し
て
の
言
葉
」
を
取
り
出
し
歌
詞
を
構
成

す
る
に
際
し
て
も
、
中
止
や
終
止
の
段
落
（
区
切
り
）
を
決
定
づ
け
る
指
標
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
様
相
が
確
か
め
ら
れ
た
。

　
本
稿
が
述
べ
て
き
た
こ
と
は
『
琴
歌
譜
』
の
レ
ペ
ル
に
お
け
る
〈
短
長
長
〉

の
三
句
体
の
意
味
・
リ
ズ
ム
の
集
約
に
関
す
る
（
段
落
、
終
止
な
ど
）
の
機
能

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
詞
形
（
歌
謡
の
部
分
）
と
し
て
ど
う
現
象
し
て

い
る
か
は
、
『
記
』
『
紀
』
歌
謡
の
三
句
体
そ
の
も
の
に
即
し
て
見
る
他
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

５
７
７
〉
と
七
五
唱
謡
法
〈
５
７
５

（
５
）
７
７
〉
の
よ
う
に
、
音
律

（
５
）
７
７
〉
の
大
き
な
相
違
は
、
後
者
に
お
い
て
は
短
音
句
（
五
音
節

句
）
が
繰
返
さ
れ
る
た
め
、
〈
５
７
５

の
不
均
衡
が
生
じ
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
琴
歌
譜
』
の
短
歌
形
式
の
譜
詞

に
よ
れ
ば
、
前
半
に
反
復
さ
れ
る
五
音
節
句
に
は
、
「
ナ
　
イ
ヨ
」
言
一
番
）
、

「
ヱ
ヤ
」
（
五
番
）
、
「
メ
ヤ
」
（
一
五
番
）
な
ど
の
囃
詞
が
例
外
な
く
挿
入
さ
れ

て
い
る
事
実
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形
に
つ
い
て

｜

｜

｜

｜

｜



歌
謡
の
歌
詞
と
三
句
体
詞
形

に
つ
い
て

こ
う
し
て
音
声
的
リ
ズ
ム
と
し
て
の
プ
レ
三
句
体
と
そ
れ
に
基
づ
く
三
句
体
の

単
位
（
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
意
識
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
詞
形
と
し
て
独
立
す
る

た
め
に
は
、
意
味
的
な
ま
と
ま
り
を
も
つ
単
位
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
意
味
的
な
自
足
性
」
こ
そ
が
、
こ
の
詞
形
が
物
語
歌
謡

の
中
で
あ
る
機
能
を
担
う
条
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
句
体
詞
形
は
、
歌

が
音
楽
性
を
離
れ
二
言
葉
そ
れ
白
身
の
形
に
よ
る
歌
（
書
か
れ
る
／
読
ま
れ
る

ウ
タ
）
と
し
て
措
定
さ
れ
る
過
程
で
、
音
数
律
や
意
味
の
ま
と
ま
り
の
単
位
と

し
て
、
も
っ
と
自
由
に
そ
の
機
能
が
認
識
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
予
測
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
記
』
の
物
語
歌
謡
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
立
し
て
自
在

に
は
た
ら
く
三
句
体
詞
形
が
展
開
し
て
い
る
。

注①
「
譜
詞
」
「
歌
詞
」
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
賀
古
明
氏
（
『
琴
歌
譜
新
論
』
「
第
三
部

　
琴
歌
譜
詠
唱
法
」
、
▽
几
八
五
年
、
風
間
書
房
）
、
お
よ
び
神
野
富
一
氏
他
「
琴
歌
譜

　
注
釈
稿
（
口
～
（
四
）
」
（
『
甲
南
国
文
』
四
三
号
～
四
六
号
、
▽
几
九
六
年
～
九

　
九
年
）
の
論
稿
に
負
う
。

②
　
土
橋
寛
「
陽
明
文
庫
所
蔵
古
歌
謡
集
の
解
説
」
（
『
土
橋
寛
論
文
集
中
　
古
代
歌
謡

　
の
生
態
と
構
造
』
、
▽
几
八
八
年
、
塙
書
房
）
。

③
　
注
②
参
照
。
ま
た
近
年
、
居
駒
永
幸
氏
は
「
琴
歌
譜
の
中
の
記
・
紀
歌
謡
は
、

　
記
・
紀
成
立
時
の
実
態
を
留
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
（
『
古
代
の
歌
謡
と
叙
事

　
文
芸
史
』
1
3
9
頁
）
と
さ
れ
、
山
口
佳
紀
氏
は
「
古
代
の
歌
の
音
楽
的
『
歌
唱
』
の
姿

を
示
す
も
の
」
（
「
字
余
り
の
様
相
と
唱
詠
法

音
数
律
の
成
立
と
関
わ
っ
て

一

〇

」
『
上
代
文
学
』
1
0
0
号
二
石
○
八
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

④
　
山
口
佳
紀
・
前
注
に
同
じ
。
。

⑤
　
拙
稿
「
五
三
七
結
解
型
長
歌
の
形
成
」
（
『
和
歌
の
生
成
と
機
構
』
、
▽
几
九
九
年
、

　
和
泉
書
院
）
。

⑥
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
古
事
記
編
』
、
▽
几
七
三
年
、
角
川
書
店
。

⑦
　
神
野
富
一
他
、
注
①
の
前
掲
論
。
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
（
三
）
」
の
〈
歌
い
方
〉
に
、

　
「
全
十
二
句
。
前
表
の
通
り
譜
詞
で
は
句
の
繰
返
し
が
多
く
、
５
・
６
・
５
・
５
・

　
４
・
７
／
５
・
５
・
５
・
６
・
４
・
７
と
前
段
、
後
段
各
六
句
ず
つ
の
二
段
曲
。
囃

　
子
詞
は
な
い
。
ま
た
前
段
と
後
段
と
は
、
符
号
や
記
号
の
位
置
も
ほ
ぼ
対
応
す
る
。

　
本
歌
は
、
琴
歌
譜
の
大
歌
中
、
唯
一
の
二
段
曲
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
注
⑦
に
同
じ
。
な
お
『
琴
歌
譜
』
の
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
早
く
指
摘
さ

　
れ
た
の
は
西
宮
コ
氏
氏
（
「
琴
歌
譜
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
」
『
帝
塚
山
学
院
短
期

　
大
学
研
究
年
報
』
　
一
九
五
九
年
一
一
月
）
で
あ
る
。

⑤
　
土
橋
寛
・
注
②
に
同
じ
。

⑩
　
林
謙
三
「
琴
歌
譜
の
音
楽
的
解
釈
の
試
み
」
（
東
洋
音
楽
会
編
『
雅
楽
　
　
古
楽

　
譜
の
解
読
　
　
』
、
▽
几
六
九
年
、
音
楽
之
友
社
）

⑥
　
賀
古
明
・
注
①
の
前
掲
書
、
「
第
三
部
　
古
代
歌
謡
の
詠
唱
」
。

⑩
　
神
野
富
一
他
・
注
①
の
前
掲
論
。

⑩
　
前
注
に
同
じ
。

⑩
　
前
注
に
同
じ
。
な
お
、
神
野
富
一
「
歌
謡
と
和
歌
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
　
▽
几
九
七

　
年
八
月
号
）
参
照
。

⑤
　
土
橋
寛
「
歌
謡
と
し
て
の
短
歌
の
唱
謡
法
」
（
『
土
橋
寛
論
文
集
中
　
古
代
歌
謡
の

　
生
態
と
構
造
』
、
一
九
八
八
年
、
塙
書
房
）
に
は
、
す
で
に
『
記
』
『
紀
』
の
歌
謡
に

　
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑩
　
前
注
に
同
じ
。


