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近
代
に
お
け
る
民
謡
の
成
立　
富
山
県
五
箇
山
地
方
「
こ
き
り
こ
」
を
中
心
に

川
村
清
志

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
こ
き
り
こ
の
再
発
見

❷
歌
詞
の
展
開
と
そ
の
重
層
性

❸
踊
り
の
生
成
│
サ
サ
ラ
踊
り
を
中
心
に

❹
こ
き
り
こ
を
巡
る
言
説
の
生
成
と
分
節

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
近
代
日
本
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、「
民
謡
」
が
生
成
す
る一事
例
と
し
て
、「
こ
き
り
こ
」

を
取
り
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
扱
う
「
民
謡
」
は
、
前
近
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
口
頭
伝
承
の一

分
野
で
は
な
い
。「
こ
き
り
こ
」
は
、
富
山
県
五
箇
山
地
方
に
伝
わ
る
民
謡
と
し
て
、
全
国
的
に
知
ら
れ

て
い
る
が
、
近
代
以
後
に
いっ
た
ん
廃
れ
た
も
の
が
、
戦
後
に
な
って
再
発
見
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
も
つ
。

そ
の
後
、
こ
の
民
謡
は
、
地
域
の
保
存
会
に
よ
って
歌
詞
や
踊
り
の
形
態
が
整
え
ら
れ
、
多
く
の
イ
ベン
ト

に
出
演
し
て
知
名
度
を
増
し
て
いっ
た
。
つ
ま
り
、「
こ
き
り
こ
」
は
、「
伝
統
の
創
出
」、
あ
る
い
は
フ
ォ
ー

ク
ロ
リ
ズ
ム
的
な
側
面
を
色
濃
く
も
って
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
創
出
」
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
人
的
な

資
源
、
文
献
や
口
頭
の
資
料
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
網
が
駆
使
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

近
代
的
な
諸
制
度
の
配
置
の
な
か
で
、
こ
の
「
民
謡
」
に
ど
の
よ
う
な
言
説
が
付
与
さ
れ
、
錯
綜
し
、

さ
ら
に
剥
離
し
て
いっ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、「
民
謡
」
の
近
代
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
民
謡
が
生
成
す
る
背
景
、
あ
る
い
は
資
源
と
し
て
存
在
し
て
い
た
近
世
の
地
誌
類

な
ど
の
文
献
資
料
と
、
そ
れ
ら
を
再
解
釈
し
て
地
域
の
「
歴
史
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
郷
土
史
家
の

存
在
に
注
目
す
る
。
次
に
再
発
見
の
過
程
で
生
じ
た
「
民
謡
」
と
い
う
象
徴
資
本
を
巡
る
地
域
間
で
の

競
合
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
の
競
合
を
通
じ
て
、「
こ
き
り
こ
」

の
踊
り
や
歌
詞
、
由
来
に
つい
て
の
言
説
は
、一貫
し
た
歴
史
性
や
物
語
性
を
獲
得
し
て
いっ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
郷
土
史
家
の
よ
う
な
地
域
の
側
の
主
張
に
呼
応
す
る
中
央
の
研
究
者
の
視
点
や
、

両
者
を
巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
し
て
いっ
た
全
国
規
模
で
の
民
謡
の
リ
バ
イ
バ
ル
を
促
す
運
動
に
つい
て
も

確
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
民
謡
、
近
代
化
、
郷
土
史
家
、
競
合
、
田
楽
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
代
日
本
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
民
謡
が
生
成
す
る
一
事
例
と
し
て
、

「
こ
き
り
こ
」
を
取
り
あ
げ
る
。「
こ
き
り
こ
」
は
、
富
山
県
五
箇
山
の
上
梨
地
区
で

戦
後
に
な
っ
て
再
発
見
さ
れ
、
日
本
で
も
っ
と
も
普
及
し
た
民
謡
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
民
謡
の
「
再
発
見
」
と
展
開
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
言
説
が
付
与
さ
れ
、
錯

綜
し
、
さ
ら
に
剥
離
し
て
い
っ
た
の
か
に
注
目
し
な
が
ら
、
民
謡
の
近
代
を
考
え
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
で
は
特
に
民
謡
が
生
成
す
る
背
景
、
あ
る
い
は
資
源
と

し
て
存
在
し
て
い
た
近
世
の
地
誌
類
な
ど
の
文
献
資
料
と
、
そ
れ
ら
を
再
解
釈
し
て

地
域
の
「
歴
史
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
郷
土
史
家
の
存
在
に
注
目
す
る
。
ま
た
、

地
域
の
側
の
主
張
に
呼
応
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
全
国
規
模
で
の
民
謡
の
普
及
を
促

す
動
き
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

❶
こ
き
り
こ
の
再
発
見

　
「
こ
き
り
こ
」
に
は
、「
筑
子
」
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
こ
の

民
謡
は
、そ
の
知
名
度
と
馴
染
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
、「
江
差
追
分
」
や
「
安
来
節
」

よ
り
も
著
名
な
民
謡
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
民
謡
を
聞
い
た
こ
と

が
な
い
若
い
世
代
も
、
こ
の
「
こ
き
り
こ
」
に
は
、
あ
る
程
度
、
馴
染
み
が
あ
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
要
因
は
、
こ
の
民
謡
が
、「
五
木
の
子
守
唄
」
な

ど
と
も
に
中
学
校
や
高
等
学
校
の
音
楽
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。

な
か
で
も
特
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
歌
詞
と
囃
子
詞
で
あ
る
。

こ
き
り
こ
の
竹
は　

七
寸
五
分
じ
ゃ　

長
い
は
袖
の
か
な
か
い
じ
ゃ

窓
の
サ
ン
サ
も　

デ
デ
レ
コ
デ
ン　

晴
れ
の
サ
ン
サ
も　

デ
デ
レ
コ
デ
ン

　

も
う
一
つ
、
こ
の
民
謡
を
著
名
に
し
た
背
景
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
後
期
か
ら

こ
の
「
こ
き
り
こ
」
が
複
数
の
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
奇
談　

北
国
巡
杖
記
』〔
一
八
〇
六
〕
を
は
じ
め
と
し
て
、『
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
』、

『
越
中
地
誌
』、『
越
の
下
草
』、『
三
州
志
』
な
ど
、
多
く
の
文
献
に
「
こ
き
り
こ
」

は
登
場
し
、そ
の
様
態
や
歌
詞
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
は
、『
巡
杖
記
』
と
『
二

十
四
輩
順
拝
図
絵
』〔
一
八
〇
三
〕
の
記
述
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

越
中
五
ヶ
山
に
、
邑
数
七
十
二
郷
あ
り
。
こ
ゝ
に
い
に
し
え
よ
り
、
神
楽
を

ど
り
、
こ
き
り
こ
唄
と
て
囃
し
も
の
あ
り
。
女
は
常
に
も
白
絹
の
か
づ
ら
ひ
も

を
頭
に
か
け
、
う
し
ろ
へ
結
た
れ
、
白
絹
の
石
帯
を
か
け
て
、
人
に
ま
み
へ
、

踊
る
と
き
も
か
く
の
ご
と
し
。 

平
家
の
類
葉
落
居
し
て
村
民
と
な
り
、
今
に

子
孫
あ
ま
た
あ
る
事
に
て
官
名
を
名
乗
る
。
さ
れ
ば
毎
仲
秋
の
こ
ろ
、
こ
き
り

こ
踊
り
と
い
へ
る
を
催
す
に
、
笛
太
鼓
鍬
金
に
て
こ
れ
を
は
や
す
。 

筑
子
の

竹
の
う
ち
や
う
七
五
三
、
五
五
三
、
う
ち
は
や
す
女
竹
の
長
さ
五
寸
五
歩
丸
竹

二
本
な
り
。
是
を
こ
き
り
こ
の
ふ
た
つ
の
竹
と
い
へ
り
。
い
と
鄙
め
き
て
古
雅

な
れ
ば 

左
に
志
る
し
侍
る
〔
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
一
九
七
四　

一
六
九
│
一

七
〇
〕。

　

五
箇
山
、
雄
神
川
の
両
辺
数
十
ヶ
の
村
あ
り
。
か
か
る
嶮
岨
の
山
奥
な
れ
ば

世
の
人
と
交
は
る
事
な
く
人
物
皆
質
素
に
し
て
神
代
の
民
も
か
く
や
あ
ら
ん
と

思
ひ
や
ら
る　

男
女
と
も
冬
の
寒
さ
に
も
単ひ

と
え
も
の物

を
着
し
て
か
つ
て
綿わ

た
い
れ袍

の
制
作

な
し
。
婦
人
は
白
き
絹
の
い
と
長
き
を
顱は

ち
ま
き巻

に
し
、
帯
も
同
じ
く
白
き
絹
を
結

び
下
げ
、
白
き
手て

ぬ

帕ぐ
ひ

を
肩
に
打
ち
か
け
、
佳
節
祝
ひ
日
又
は
他
国
の
初
々
し
き

客
あ
る
に
も
必
ず
か
く
の
ご
と
き
か
た
ち
に
出
で
だ
ち
、
対
面
を
成
す
を
こ
の

里
の
婦
女
の
礼
服
と
せ
り
。
さ
な
が
ら
其
様
能
狂
言
の
女
に
よ
く
似
た
り
。
始

め
て
見
る
も
の
絶
倒
し
て
笑
ふ
。ま
た
こ
の
里
に
筑こ

き
り
こ子

を
ど
り
と
い
ふ
踊
あ
り
。

あ
る
い
は
年
の
よ
く
登
り
た
る
歓
び
、
あ
る
い
は
神
を
い
さ
む
る
祭
り
な
ど
に
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は
男
女
打
ち
群
れ
、
鄙ひ

な
び風

（
う
ち
む
れ
）
た
る
謠は

や

し
歌
唄
ひ
、
え
も
い
へ
ぬ
形な

り

し
て
躍
る
な
ど
、
誠
に
古
代
の
さ
ま
に
し
て
、
都
の
方
の
踊
り
と
は
は
な
は
だ

異
な
り
。
踊
り
歌
一
つ
二
つ
聞
き
覚
へ
し
ま
ま
記
し
侍
る
〔
林
編
一
九
八
〇　

三
五
三
〕。

　

こ
の
よ
う
に
「
こ
き
り
こ
」
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
後
期
よ
り
、
こ
の
五
箇
山

を
眼
差
す
外
部
の
知
識
人
に
注
目
さ
れ
る
地
域
の
慣
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
そ
こ
で
事
態
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
明
治
の
末
期
に
行
わ
れ
た
同
じ
五
箇
山

の
「
麦
屋
節
」
に
よ
る
歌
詞
の
流
用
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
麦
屋
節
」

に
は
、
自
ら
の
由
来
譚
と
し
て
『
巡
杖
記
』
に
記
さ
れ
た
平
家
の
落
人
伝
説
が
、
換

骨
奪
胎
し
て
付
与
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、「
麦
屋
節
」
が
全
国
に
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
当
の
「
こ
き
り
こ
」
は
、
そ
の
「
本
場
」
で
あ

る
上
梨
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
戦
後
の
復
興
期
に
お
い

て
一
躍
、
そ
の
名
を
高
め
、「
麦
屋
節
」
と
肩
を
並
べ
る
五
箇
山
の
二
大
民
謡
と
ま

で
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
一
つ
の
奇
蹟
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
「
こ
き
り
こ
」
を
伝
え
る
の
が
、
旧
平
村
の
上
梨
地
区
で
あ
り
、
先
の
「
麦

屋
節
」
を
伝
え
る
下
梨
か
ら
は
、
国
道
一
五
六
線
を
庄
川
沿
い
に
三
キ
ロ
ほ
ど
遡
っ

た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
下
梨
か
ら
向
か
う
と
、
国
道
の
ト
ン
ネ
ル
を
出
た
と
こ
ろ

に
、
写
真
1
の
よ
う
な
ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。「
こ
き
り
こ
」
の
踊
り

に
用
い
ら
れ
る
ビ
ン
ザ
サ
ラ
を
模
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
の
上
梨
に
は
、
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
重
文
指
定
を
う
け
て
い
る
合
掌
造
り
の
村
上
家
住
宅
や
上
梨
白

山
宮
が
点
在
し
、
周
囲
に
は
民
宿
や
お
土
産
物
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

　

特
に
白
山
宮
の
本
殿
は
、
一
五
〇
二
（
文
亀
二
）
年
に
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
、
白

山
菊
理
媛
命
を
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
こ
の
境
内
を
背
景
と
し
て「
こ
き
り
こ
」

写真1　上梨の入り口

写真2　上梨の土産物屋にならぶササラ
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の
踊
り
が
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
単
な
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
は

な
い
。
こ
の
白
山
宮
は
三
三
年
に
一
度
、
本
殿
の
御
開
帳
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
は

「
神
楽
歌
」
や
「
こ
き
り
こ
」
が
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
が
そ
こ
で
表

象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

上
梨
の
土
産
物
屋
に
は
、こ
の
筑
子
の
囃
子
や
踊
り
で
使
わ
れ
る
七
寸
五
分
の
竹
、

ビ
ン
サ
サ
ラ
な
ど
が
並
ん
で
お
り
、
地
元
の
保
存
会
が
登
場
す
る
民
謡
の
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ

Ｖ
Ｄ
も
並
ん
で
い
る
（
写
真
2
参
照
）。
コ
キ
リ
コ
の
踊
り
や
楽
器
と
し
て
の
ス
リ

ザ
サ
ラ
や
ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
特
異
性
は
、
他
所
に
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
観

光
客
に
も
人
気
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、国
道
沿
い
で
は
、録
音
さ
れ
た
「
こ

き
り
こ
」
が
、庄
川
の
川
の
流
れ
や
道
行
く
車
の
エ
ン
ジ
ン
音
に
遮
ら
れ
な
が
ら
も
、

絶
え
ま
な
く
聞
こ
え
て
く
る
。

　

現
在
、
こ
の
地
元
で
販
売
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
民
謡
集
に
は
、「
こ
き
り
こ
」

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

　

筑
子
唄
は
日
本
で
一
番
古
い
民
謡
で
、
中
央
地
方
共
に
、
こ
れ
を
証
す
る
古

文
書
が
多
く
、
米
食
す
る
日
本
に
は
稲
作
祭
の
こ
の
歌
を
諸
学
者
が
早
く
か
ら

探
し
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

筑
子
唄
伝
承
者
山
崎
し
い
老
母
発
見
の
動
機
と
な
っ
た
は
昭
和
五
年
、
西
条

八
十
氏
の
五
箇
山
探
訪
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
に
知
ら
れ
る
様
指
導
を
与
え
ら
れ

た
は
高
岡
商
業
の
小
寺
廉
吉
教
授
で
あ
る
。
氏
の
令
弟
小
寺
融
吉
先
生
は
Ｎ
Ｈ

Ｋ
へ
の
橋
渡
し
せ
ら
れ
て
、
昭
和
二
〇
年
に
早
生
、
あ
と
無
形
文
化
財
審
査
員

町
田
嘉
章
先
生
、
本
田
安
次
先
生
に
認
め
ら
れ
て
第
四
回
無
形
文
化
財
全
国
郷

土
芸
能
大
会
の
出
演
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筑
子
と
は
田
楽
の
替
名
で
、
之
に
使
っ
て
い
る
コ
ケ
ラ
の
小
板
や
笹
の
葉
を

幾
枚
も
綴
っ
た
も
の
。（
中
略
）
田
楽
の
発
祥
は
、
大
化
改
新
頃
、
田
舞
と
し

て
起
っ
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
田
楽
と
名
が
変
り
、
室
町
時
代
の
嘉
吉
の
頃

か
ら
謡
曲
の
放
下
僧
、
蓋
曩
抄
で
は
小
切
手
や
放
下
僧
、
編
竹
と
い
う
名
が
見

え
る
。

　

五
箇
山
は
興
国
の
昔
吉
野
朝
武
士
が
奈
良
興
福
寺
大
乗
院
寺
領
坂
本
保
な
ど

五
箇
山
（
後
、
永
正
十
五
年
五
箇
山
に
改
名
）、
へ
落
ち
て
来
て
、
毎
仲
秋
白

山
宮
で
後
醍
醐
天
皇
の
慰
霊
祭
（
タ
マ
マ
ツ
リ
）
を
行
い
踊
っ
た
。
斯
く
し
て

筑
子
は
今
日
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
〔
高
桑
一
九
七
三
〕。

　

一
見
し
て
こ
の
紹
介
文
か
ら
は
、「
こ
き
り
こ
」が
五
箇
山
と
い
う
地
域
を
跳
躍
し
、

日
本
と
い
う
枠
組
み
と
そ
の
歴
史
の
な
か
に
再
文
脈
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
理
解

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
紹
介
文
を
記
し
た
郷
土
史
家
、
高
桑
敬
親
と
彼
が
残
し

た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
後
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

高
桑
は
、
富
山
師
範
卒
業
後
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
か
ら
教
員
と
し
て
勤
務

す
る
か
た
わ
ら
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
よ
り
、
地
元
上
梨
の
円
浄
寺
住
職
を

務
め
て
い
た
。
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
「
越
中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
」
を

発
足
さ
せ
る
と
、
初
代
会
長
と
し
て
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
ま
で
勢
力
的
に
保

存
会
活
動
を
行
っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
に
病
没
す
る
ま

で
、
多
く
の
研
究
成
果
を
著
し
て
き
た
。
彼
の
研
究
は
、
民
謡
を
は
じ
め
と
し
て
、

郷
土
史
や
方
言
研
究
、
生
業
な
ど
多
様
な
分
野
に
わ
た
っ
て
お
り
、『
平
村
村
史
』

に
は
じ
つ
に
七
七
篇
も
の
著
作
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
〔
平
村
史
編
纂
委
員

会
篇
一
九
八
三
〕。

　

彼
の
テ
ク
ス
ト
の
全
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
と
し
て
、
上

記
の
解
説
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
意
を
払
っ
て

お
き
た
い
。
解
説
文
に
沿
っ
て
確
認
す
る
と
、
冒
頭
に
記
さ
れ
た
日
本
一
「
古
い
」

民
謡
と
い
う
指
摘
、
そ
の
根
拠
と
し
て
出
さ
れ
る
大
化
改
新
の
発
祥
と
さ
れ
る
「
田

楽
」
と
の
連
続
性
、
そ
の
田
楽
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る
「
放
下
僧
」
の
影
響
、
さ
ら

に
五
箇
山
に
「
こ
き
り
こ
」
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
「
吉
野
朝
武
士
」
の
存
在
、
な
ど

で
あ
る
。
こ
の
種
の
解
説
を
荒
唐
無
稽
と
し
て
切
り
捨
て
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
あ
る
種
の
本
質
主
義
批
判
の
立
場
か
ら
言
説
批
判
を
お
こ
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な
う
だ
け
で
は
、
こ
こ
に
表
象
さ
れ
た
問
題
の
重
要
な
部
分
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
位
置
づ
け
は
、
決
し
て
一
朝
一
夕
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
民
謡
を
巡
る
言
説
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
伝
承
者
と
元
唄
の
発
見
に

続
く
民
謡
の
歴
史
的
考
察
の
過
程
で
、
い
く
つ
も
の
分
節
化
を
経
て
更
新
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
「
こ
き
り
こ
」
を
発
見
し
た
の
は
、
上
記
の
文
章
を
記
し
た
郷
土
史
家
、

高
桑
敬
親
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
及
し
て
い
く
過
程
に
は
、
小
寺
廉
吉
、
融
吉
兄
弟
や

黒
坂
富
治
、
町
田
嘉
章
と
い
っ
た
地
域
外
部
の
研
究
者
と
郷
土
史
家
と
の
錯
綜
す
る

交
渉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
言
説
の
所
在
と
こ
れ
ら
戦
後
の
「
こ
き
り
こ
」
を
巡
る
動
態
が
も
つ
意
味

に
つ
い
て
は
、
四
節
で
検
証
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
、
こ
の
民
謡
の
「
再
発
見
」

の
経
緯
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
詩
人
、
西
条
八
十
が
五
箇
山
の
地
を
訪
れ
、
麦
屋
節

の
曲
調
に
落
人
の
悲
哀
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
だ
が
、
彼
の
旅
で
は
、
鳥
翠
台
北
巠

や
青
木
北
海
が
記
し
た
「
こ
き
り
こ
」
は
、
つ
い
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
神
楽
歌

「
こ
き
り
こ
」
は
、
山
村
の
民
俗
か
ら
も
風
化
し
、
歴
史
の
彼
方
に
消
え
さ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
失
わ
れ
た
は
ず
の
「
こ
き
り
こ
」
の
収
集
は
、
戦
前
か
ら
は
じ
ま
っ
て

い
た
。
高
桑
自
身
の
記
述
に
よ
る
と
、
彼
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
頃
よ
り
五
箇

山
の
民
謡
の
収
集
を
は
じ
め

）
1
（

、
そ
の
成
果
を
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
『
越
中

郷
土
研
究
』
に
掲
載
し
て
い
る
。

　

こ
の
報
告
で
高
桑
は
、「
麦
屋
節
」
の
ほ
か
に
「
小
大
臣
（
古
代
神
）」、「
繪
説
節
」、

「
あ
さ
く
ど
ん
節
」、「
新
潟
」、「
鎖
橋
ぶ
し
」
な
ど
の
民
謡
の
来
歴
や
歌
詞
を
紹
介

し
た
あ
と
、「
コ
ッ
キ
ー
コ
節
」
を
紹
介
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
三
種
類
の
歌
詞

に
続
く
註
と
し
て
、「
之
は
西
條
八
十
を
し
て
一
唱
三
歎
せ
し
め
た
い（

マ
マ
）い

と
い
ふ
五
ヶ

山
に
四
百
年
前
に
流
行
し
た
と（

マ
マ
）ふ

民
謠
で
あ
る
さ
う
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
〔
高

桑
一
九
三
八　

一
五
〕。
さ
ら
に
彼
は
、
戦
時
中
の
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
か
ら

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
に
か
け
て
は
、『
ひ
だ
び
と
』
に
地
理
学
者
の
小
寺
廉

吉
と
の
共
著
で
五
箇
山
民
謡
の
紹
介
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
が
、
小
寺
廉
吉
の
弟
で
早
稲
田
大
学
の
演
劇
学
を
担
当
し
て
い
た

融
吉
の
目
に
と
ま
り
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
の
八
月
に
、
一
度
は
民
謡
演
奏

の
依
頼
を
受
け
て
さ
え
い
た
。
け
れ
ど
も
、
戦
時
下
の
情
勢
の
た
め
に
地
元
の
人
が

集
ま
ら
ず
、
高
桑
自
身
も
五
箇
山
を
不
在
に
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
計
画
は
頓
挫
し

て
し
ま
う
〔
高
桑
一
九
五
四
〕。

　

だ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
高
桑
は
勢
力
的
に
五
箇
山
の
民
謡
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

高
岡
な
ど
の
都
市
部
に
配
布
し
て
い
く
。
ほ
ど
な
く
、富
山
放
送
局
（
一
九
五
〇
年
）

や
富
山
県
教
育
委
員
会
（
一
九
五
一
年
）
が
五
箇
山
民
謡
の
録
音
を
行
う
な
ど
、
民

謡
が
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に

は
町
田
嘉
章
、
黒
坂
富
治
、
小
寺
廉
吉
ら
が
来
村
し
、
筑
子
踊
を
初
め
て
鑑
賞
し
た

と
い
う
〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
ｂ
〕。
こ
の
間
の
経
緯
を
町
田
自
身
も
『
日
本
民
謡

大
観
』
に
記
し
て
い
る
。
先
の
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
と
い
う
画
期
は
、「
越

中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
」
が
創
立
さ
れ
た
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

尚
東
京
に
於
い
て
西
條
と
は
別
に
「
筑
子
」
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
は
小

寺
融
吉
で
、
そ
の
著
「
郷
土
民
謡
舞
踊
辞
典
」
に
も
五
箇
山
の
「
筑
子
」
に
就

い
て
記
し
て
ゐ
る
。
然
し
曲
節
の
存
在
は
別
に
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
。
其
後
昭

和
十
六
年
四
月
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
民
俗
資
料
室
が
設
け
ら
れ
て
、
民
謠
の
錄
音
盤
蒐
集

の
仕
事
が
行
は
れ
始
め
て
か
ら
「
筑
子
唄
」
の
曲
節
が
な
ほ
五
箇
山
に
殘
つ
て

ゐ
る
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
聞
き
出
し
て
き
た
の
は
小
寺
で
、
こ
れ
は
家
兄
の

小
寺
廉
吉
が
當
時
高
岡
高（

マ
マ
）工

の
教
授
と
し
て
高
岡
に
在
住
さ
れ
て
居
た
の
で
、

そ
の
方
か
ら
の
連
絡
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
戦
争
が
愈
々
激
し
く
な
つ
た
昭
和
十

八
年
の
夏
に
富
山
の
不
二
越
と
い
ふ
軍
需
工
場
で
、
工
員
の
士
気
振
興
の
た
め

盛
大
な
盆
踊
大
會
を
催
し
た
時
、
小
寺
も
編
者
も
審
査
員
と
し
て
富
山
に
出
張

す
る
機
會
を
得
た
の
で
一
所

（
マ
マ
）に

五
箇
山
を
訪
れ
て
見
や
う
と
、
そ
の
下
調
べ
を
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富
山
放
送
局
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
同
地
の
筑
子
唄
の
研
究
者
（
こ
れ
は
高
桑

敬
親
の
こ
と
だ
つ
た
ら
し
い
）
は
徴
用
で
故
郷
を
離
れ
、
富
山
方
面
の
軍
需
工

場
に
出
て
ゐ
る
と
の
報
告
で
、五
箇
山
訪
問
の
こ
と
は
實
現
出
来
ず
に
終
つ
た
。

そ
し
て
終
戰
の
年
不
幸
小
寺
の
病

と
同
時
に
、
筑
子
唄
探
究
の
發
願
も
そ
の

ま
ゝ
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　

然
し
編
者
達
の
要
望
と
は
別
に
昭
和
廿
五
年
の
夏
に
富
山
放
送
局
が
獨
自
の

立
場
で
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
五
箇
山
の
秘
境
に
持
込
ん
だ
さ
う
だ
が
、
こ
れ

は
筑
子
唄
が
目
的
で
は
無
か
つ
た
の
で
採
集
を
洩
ら
し
、
ま
た
翌
年
更
に
縣
の

教
育
委
員
會
が
五
箇
山
を
訪
れ
た
際
に
は
、
高
桑
も
郷
里
に
戻
つ
て
ゐ
て
、
完

全
な
筑
子
の
演
奏
が
郷
土
の
人
々
の
手
で
出
来
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
こ

れ
を
録
音
す
る
こ
と
が
出
来
、
縣
の
方
か
ら
東
京
の
文
化
財
保
護
委
員
會
の
方

へ
連
絡
が
あ
つ
た
の
で
、
編
者
も
こ
の
唄
の
曲
節
が
存
在
す
る
ら
し
い
と
い
ふ

こ
と
を
小
寺
に
教
へ
ら
れ
て
か
ら
七
、
八
年
で
そ
の
存
在
を
確
認
し
得
た
の
で

あ
つ
た
〔
日
本
放
送
協
会
編
一
九
五
五　

二
二
五
〕。

　

こ
の
よ
う
に
「
こ
き
り
こ
」
は
戦
前
か
ら
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
時
中
の
混

乱
の
た
め
に
、
中
央
の
研
究
者
で
あ
る
町
田
が
確
認
で
き
た
の
は
、
一
九
五
一
（
昭

和
二
六
）
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
「
こ
き
り
こ
」
が
、
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
、
選
定
無
形
文
化
財

を
対
象
と
し
た
第
四
回
「
全
国
郷
土
芸
能
大
会
」
に
出
場
し
た
こ
と
に
よ
る
。
再
発

見
さ
れ
、
演
奏
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
数
年
で
の
舞
台
化
に
も
驚
か
さ

れ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
踊
り
や
歌
詞
は
、
今
日
の
形
態
か
ら
す
る
と
、
過
渡
的

な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ

と
に
な
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
以
後
、「
こ
き
り
こ
」
は
、
順
調
に
そ
の
知
名
度
を
高
め
て
い
く
こ

と
に
な
る
。「
第
八
回
全
国
レ
ク
リ
ー
エ
シ
ョ
ン
大
会
」（
一
九
五
四
年
）
や
「
Ｎ
Ｈ

Ｋ
全
国
民
謡
舞
踊
大
会
」（
一
九
五
八
年
）、「
全
日
本
民
謡
お
ど
り
」（
一
九
五
九
年
）

な
ど
、
全
国
規
模
の
大
会
に
続
け
て
出
演
す
る
こ
と
に
な
り
、
テ
レ
ビ
局
が
開
局
し

て
か
ら
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
中
心
と
し
た
民
謡
関
係
の
番
組
に
も
数
多
く
出
演
し
て
い
る
。

　

ほ
ど
な
く
地
元
五
箇
山
で
も
、
下
梨
の
麦
屋
節
と
並
ぶ
「
二
大
民
謡
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
一
九
七
三
年
に
は
五
箇
山
の
他
の
民
謡
と
と
も
に
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
か
ら
は
、
地
元
の
上
梨
で
「
こ
き
り
こ

祭
り
」
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
民
謡
は
五
箇
山
観
光
の
中
核
を
な
す
ま

で
に
成
長
す
る
。
現
在
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
下
梨
の
「
麦
屋
祭
り
」
と
と
も
に
九

月
二
三
日
か
ら
二
六
日
ま
で
一
続
き
で
行
わ
れ
て
お
り
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
観
光

客
が
訪
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
冬
期
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
「
こ
き
り
こ
あ
じ
ま
つ
り
」

も
約
二
〇
年
前
か
ら
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雪
の
舞
台
で
「
こ
き
り
こ
」
が
舞

わ
れ
る
機
会
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
越
中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
」
は
、「
麦

屋
祭
り
」
は
も
ち
ろ
ん
、
城
端
の
「
麦
や
祭
り
」
な
ど
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加

し
て
い
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
は
、
麦
屋
節
と
同
様
に
学
校
で
の
民
謡
の
継
承
が
、
保
存
会
成
立

と
あ
ま
り
に
日
を
お
か
ず
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で

は
、
当
初
か
ら
観
光
へ
の
目
配
せ
も
意
識
さ
れ
て
い
た
。

　

昭
和
二
九
年
、
私
が
小
学
校
六
年
生
の
時
、
下
梨
小
学
校
上
梨
分
校
の
新
木

茂
次
郎
先
生
の
発
案
で
子
供
こ
き
り
こ
は
始
ま
り
ま
し
た
。
先
生
は
地
域
の
寄

合
い
に
も
参
加
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
地
元
と
の
交
流
が
あ
る
方
で
し
た
。
こ
き
り

こ
を
復
興
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
子
供
た
ち
に
も
学
校
で
こ
き
り
こ
を
や
ら

せ
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
私
た
ち
は
保
存
会
の
人
た
ち
が

歌
い
踊
っ
て
い
る
の
を
見
様
見
真
似
で
覚
え
ま
し
た
。

　

観
光
客
が
来
る
と
、
授
業
を
打
ち
切
っ
て
で
も
こ
き
り
こ
を
見
せ
て
い
ま
し

た
。
学
校
に
い
な
く
て
も
、
拡
声
器
で
呼
び
出
し
が
か
か
る
と
、
家
の
手
伝
い

を
放
り
出
し
て
学
校
へ
い
き
ま
し
た
。
観
光
客
に
こ
き
り
こ
を
見
せ
る
の
は
、
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冬
を
除
い
て
月
に
二
、
三
回
は
あ
り
ま
し
た
ね
〔
越
中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
編

二
〇
〇
一　

三
三
〕。

　

こ
れ
は
、
後
に
保
存
会
の
第
三
代
会
長
と
な
る
坂
本
義
明
の
回
想
で
あ
る
。
こ
の

子
供
こ
き
り
こ
の
発
案
が
地
域
の
外
部
か
ら
赴
任
し
て
い
た
教
員
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
。
子
供
に
「
こ
き
り
こ
」
を
教
え
る
こ
と

は
、
復
興
し
た
当
初
の
民
謡
を
継
承
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
活
動
は
、
観
光
産
業
に
も
直
結
し
た
も

の
で
も
あ
っ
た
。「
授
業
を
打
ち
切
っ
て
で
も
こ
き
り
こ
」
を
演
じ
る
こ
と
は
、
後

に
は
問
題
と
な
り
、
取
り
止
め
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
学
校
の
授
業

や
家
の
手
伝
い
よ
り
も
優
先
的
に
、
民
謡
は
人
々
の
前
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
知
名
度
を
ま
し
、
地
域
の
内
外
に
普
及
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

表
1
は
、
保
存
会
が
掲
載
し
た
主
な
活
動
記
録
で
あ
る
が
、
上
記
し
た
以
外
に
も

実
に
多
く
の
大
会
を
経
験
し
、
皇
室
に
関
す
る
行
事
を
含
め
た
国
家
的
な
ペ
ー
ジ
ェ

ン
ト
に
も
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
実
演
に
加
え
て
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
な
音

楽
教
科
書
に
採
択
さ
れ
る
こ
と
で
、他
の
民
謡
と
は
一
線
を
画
し
た
普
及
の
仕
方
を
、

「
こ
き
り
こ
」
は
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

❷
歌
詞
の
展
開
と
そ
の
重
層
性

　

こ
の
「
こ
き
り
こ
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
歌
詞
の
編
成
と
起
源
に
つ
い
て
検
証
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
民
謡
が
再
発
見
さ
れ
た
当
初
、
伝
承
者
の
山
崎
し
い
│
│

彼
女
か
ら
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
を
聞
き
と
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
高
桑

は
本
格
的
に
こ
の
民
謡
の
再
生
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
│
│
が
記
憶
し
て
い
た
歌

詞
は
、
次
の
三
つ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

1
、
コ
ッ
キ
ー
コ
の
竹
は
七
寸
五
分
じ
ぢ
や　

長
い
は
袖
の
邪
魔
に
な
る

　
　

窓
サ
ン
さ
も
デ
デ
レ
コ
デ
ン　

ハ
レ
の
サ
ン
さ
も
デ
デ
レ
コ
デ
ン

2
、
娘
十
七
八
大
店
の
藁
ぢ
や　

う
た
ね
ど
腰
が
し
な
や
か
な

　
　

窓
サ
ン
さ
も
デ
デ
レ
コ
デ
ン　

ハ
レ
の
サ
ン
さ
も
デ
デ
レ
コ
デ
ン

3
、
向
ひ
の
山
を
啼
く
ひ
よ
ど
り
は　

鳴
い
て
は
下
り
鳴
い
て
は
上
り

　
　

朝
草
刈
り
の
目
を
さ
ま
す
〔
高
桑
一
九
三
七　

一
五
〕

　

こ
れ
は
、
高
桑
が
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
報
告
し
た
五
箇
山
民
謡
の
末
尾

に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
高
桑
は
、
山
崎
か
ら
既
存
の
歌
詞
以
外

の
記
憶
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
努
力
の
末
に
彼
は
、
彼
女
か
ら
も

い
く
つ
か
の
新
し
い
歌
詞
を
聞
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
こ
と
に
な
る
〔
高
桑
一
九

五
四
〕。
そ
れ
ら
の
歌
詞
は
、
高
桑
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
な
か
に
は
、『
巡
杖
記
』
に
記
さ
れ
た
歌
詞
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
や
、
こ
の

民
謡
が
い
に
し
え
の
「
田
楽
」
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
も
の
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、文
献
資
料
を
踏
査
す
る
こ
と
で
、新
た
な
「
こ

き
り
こ
」
の
歌
詞
を
付
加
し
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
現
在
、「
こ
き
り
こ
」
の

歌
詞
と
し
て
保
存
会
が
継
承
し
て
い
る
も
の
は
、
次
の
一
四
に
及
ん
で
い
る
（
表
2

参
照
）。①

筑
子
の
竹
は
七
寸
五
分
じ
ゃ　

長
い
は
袖
の
カ
ナ
カ
イ
じ
ゃ

②
踊
り
た
か
踊
れ
泣
く
子
を
い
く
せ　

サ
サ
ラ
は
窓
の
許
に
あ
る

③
向
の
山
を
担
こ
と
す
れ
ば　

荷
縄
が
切
れ
て
か
づ
か
れ
ん

④
向
の
山
に
啼
く
鵯
は　

啼
い
て
は
下
が
り
啼
い
て
は
上
が
り

　

朝
草
刈
の
目
を
ば
さ
ま
す　

朝
草
刈
の
目
を
さ
ま
す

⑤
月
見
て
歌
ふ
放
下
の
コ
キ
リ
コ　

竹
の
夜
声
の
澄
み
わ
た
る

⑥
万
の
サ
サ
イ
放
下
す
れ
ば
月
は
照
る
な
り
霊
祭

⑦
波
の
屋
島
を
遁
れ
来
て　

薪
樵
る
て
ふ
深
山
辺
に

　

烏
帽
子
、
狩
衣
脱
ぎ
棄
て
て　

今
は
越
路
の
杣
刀
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表１

年 事　柄 場　所
1943 ～ 4 高桑敬親、「ひだびと」誌に五箇山民謡解説を 5 ヶ月にわたり掲載

1950 富山教育委員会、上梨で筑子唄などの郷土民謡を録音
1951 越中五箇山筑子唄保存会創立（8．18）
1952 文化財保護委員会第四分科会審議委員会の招聘のもと、NHK 富山放送局に

て筑子唄、まいまい節など郷土民謡を録音 富山
1953 明治神宮大祭前夜祭に奉納 東京

第四回選定無形文化財全国郷土芸能大会出演 東京
1954 筑子唄をビクターレコード専属歌手鈴木正夫がレコードに吹き込む。地方、

高桑敬親、高田庄平、山崎宗義。 東京
第 8 回全国レクリエーション大会出演、三笠宮殿下ご観覧。 仙台（宮城）

1957 赤十字民謡フェスティバル出演 東京
1958 NHK 全国民謡舞踊まつり出演 東京
1959 日本民族博覧会に衣装を出品

第 4 回全国民謡おどり大会出演 富山
1961 全日本民謡おどり大会出演 名古屋

NHK「ふるさとのうた」に出演、以後、1965 年まで、計 4 回出演 金沢（石川）
1964 海の記念日名古屋みなと祭全日本民謡おどり大会出演 名古屋
1965 第 7 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会出演 大津（滋賀）

第 10 回 NHK 全国民謡舞踊まつり出演 東京
1966 NHK「ふるさとの歌まつり」に出演、以後、1972 年まで、計 5 回出演 砺波(富山）、他
1969 民謡歌舞団わらび座一行、来村、鑑賞

上平村観光映画に出演
1970 平村観光映画「五箇山の四季」出演
1971 常陸宮殿下来村、ご観覧
1974 デンバー市の演奏会に出演 デンバー

第 1 回「こきりこ祭り」開催（白山宮境内）
1980 第 20 回全日本民踊指導者講習会に指導者として参加 東京
1983 第 25 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会出演 串本（和歌山）

富山県文化表彰
自治体消防 35 年記念式典出演 東京

1984 富山まつり「民謡の夕べ」出演 富山
1985 第 34 回富山県民謡民舞大会出演 富山
1989 平村制百年特別表彰
1991 富山県民謡民舞連盟創立 40 周年記念表彰 富山

伊勢神宮奉納全日本民謡大会出演 伊勢（三重）
1994 地域文化功労者表彰
2000 平成 12 年度国際民俗芸能フェスティバル

第 42 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会出演 福井（福井）
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表２　文献上の「こきりこ」の歌詞一覧

典　拠
利賀村史 保存会選

択歌詞
五箇山民
謡覺書

五箇山の
民謡

第４回全
国郷土芸
能大会

五箇山民
謡之研究

越中五箇
山の民謡

五箇山の
民謡

コツキラ
コの竹に
就いて

北国巡杖
記

二十四輩
順拝図

記載年 2004 1973 1954 1954 1953 1949 1943 1937 1913 1806 1803

①　筑子の竹は七寸五分じゃ　長いは袖のカナカイじゃ （邪魔になる） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②　踊りたか踊れ泣く子をいくせ　ササラは窓の許にある（部屋の棚にある／なんどの窓に
ある） 

○ ○ ○ ○ ○ ○

③　向の山を担ことすれば　荷縄が切れてかづかれん ○ ○ ○

④　向の山に啼く鵯は　啼いては下がり啼いては上がり　朝草刈の目をばさます　朝草刈の
目をさます 

○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤　月見て歌ふ放下のコキリコ　竹の夜声の澄みわたる ○ ○

⑥　万のササイ放下すれば月は照るなり霊祭 ○ ○

⑦　波の屋島を遁れ来て　薪樵るてふ深山辺に 　烏帽子狩衣脱ぎ棄てて　今は越路の杣刀 ○ ○

⑧　娘十七八大唐の藁じゃ　打たねど腰がしなやかな ○ ○ ○ ○

⑨　想いと恋と笹舟に乗せりや　想いは沈む恋は浮く ○ ○ ○

⑩　イロハの文字に心が解けて　此身をせこに任せつれ ○ ○

⑪　かぞいろ知らで一人の処女が　いつしかなして岩田帯 ○ ○

⑫　向いの山に光るもんにゃ何じゃ　星か蛍か黄金の虫か　今来る嫁の松明ならば　さしあ
げてもやしゃれやさ（せ）男　

○ ○ ○ ○ ○

⑬　漆千杯朱千杯黄金の鶏一番　朝日かがやき夕日さす三つ葉うつ木の樹の下に ○

⑭　色は匂へど散りぬるを　我世誰ぞ常ならむ 憂ゐの奥山今日越えて　浅き夢みし酔ひも
せず

○

　娘十七八　道端の筍、スポンと抜けば　尻（汁）が出る ○

　柴戸たたくをそもじと思い　出（見）ればてらしてげらげらげらと ○

　娘今宵のホタルッコの呼び声　玉章送ろうの殿まよび ○

　ささらするとはこうするものぞ　あいぞきぞきとそよそよと ○

　娘十七八　道端の小狐　にこにこと笑ふては人をばかす　にこにこと笑ふては人をばかす ○

　ションガイナのばばさ焼餅すきよ　よんべ九つ　けさまた七つ　あいの茶の子にまた七つ ○

　ひとせの川　ふたせの川　みせよななせよやせの川 ○

　京より来たる唐井のをぼけうまねとたまるななをぼけ ○

　三才馬に乗り鞍きせておこふよう殿のおむかへに ○

　平紋弥に利賀谷麦や　東百瀬は、こっきりこ ○

　十七、八の濁り川わたる　わが妻なれば負うて越えてたもれ　あの山かげで落ち合おうね ○

＊芸能大会については、これ以外の歌詞も歌った可能性が高い。
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⑧
娘
十
七
八
大
唐
の
藁
じ
ゃ　

打
た
ね
ど
腰
が
し
な
や
か
な

⑨
想
い
と
恋
と
笹
舟
に
乗
せ
り
や　

想
い
は
沈
む
恋
は
浮
く

⑩
イ
ロ
ハ
の
文
字
に
心
が
解
け
て　

此
身
を
せ
こ
に
任
せ
つ
れ

⑪
か
ぞ
い
ろ
知
ら
で
一
人
の
処
女
が　

い
つ
し
か
な
し
て
岩
田
帯

⑫
向
い
の
山
に
光
る
も
ん
に
ゃ
何
じ
ゃ　

星
か
蛍
か
黄
金
の
虫
か

　

今
来
る
嫁
の
松
明
な
ら
ば　

さ
し
あ
げ
て
も
や
し
ゃ
れ
や
さ
男

⑬
漆
千
杯
朱
千
杯
黄
金
の
鶏
一
番

　
　

朝
日
か
が
や
き
夕
日
さ
す
三
つ
葉
う
つ
木
の
樹
の
下
に

⑭
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を　

我
世
誰
ぞ
常
な
ら
む

　
　

憂
ゐ
の
奥
山
今
日
越
え
て　

浅
き
夢
み
し
酔
ひ
も
せ
ず

　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
歌
詞
は
、『
五
箇
山
の
民
謡
集
』
や
『
筑
子
の
起
源
考
』
に
記

さ
れ
て
お
り
、
保
存
会
で
も
、
こ
れ
ら
を
正
式
な
歌
詞
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
に
は
、
高
桑
が
山
崎
し
い
や
そ
の
他
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
聞
き
取
っ
た
同
時
代
の
歌
詞
と
『
北
国
巡
杖
記
』
や
『
二
十
四

輩
順
拝
図
絵
』
に
筆
記
さ
れ
た
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
麦
屋
節
」

と
同
様
に
古
典
か
ら
の
引
用
と
同
時
代
に
採
集
さ
れ
た
歌
詞
が
一
つ
の
「
民
謡
」
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
文
字
資
料
か
ら
の

引
用
に
も
い
く
つ
か
の
「
起
源
」
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
歌
詞
は
、
⑨
、
⑩
、
⑪
で

あ
る
。
ち
な
み
に
⑨
は
、
次
に
示
す
『
北
国
巡
杖
記
』
に
も
重
複
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
歌
詞
以
外
に
『
巡
杖
記
』
に
は
、
②
、
③
、
④
、
⑦
、
⑫
の
歌
詞
が
示

さ
れ
て
い
る
。
⑦
は
、
す
で
に
「
麦
屋
節
」
に
よ
っ
て
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、「
平

家
落
人
伝
説
」も
こ
の
歌
詞
と
併
行
し
て
語
ら
れ
て
き
た
曰
く
つ
き
の
歌
詞
で
あ
る
。

高
桑
は
こ
の
「
平
家
落
人
伝
説
」
の
信
憑
性
に
疑
問
を
呈
し
つ
つ
も
、
古
典
と
し
て

の
文
字
情
報
を
尊
重
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
元
の
歌
詞
を
│
│
麦
屋
節
で
は
、

歌
詞
の
微
細
な
変
化
が
あ
る
│
│
古
典
が
述
べ
る
ま
ま
に
「
こ
き
り
こ
」
に
組
み
込

ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
五
箇
山
を
訪
れ
た
文
人
た
ち
が
「
筑
子
唄
」
と

し
て
紹
介
し
た
歌
詞
で
あ
る
。
そ
こ
に
当
時
の
知
識
人
の
作
為
が
挿
入
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
と
は
い
え
、
そ
れ
を
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
問

題
は
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
以
外
の
歌
詞
は
、
高
桑
が
五
箇
山
に
お
い
て
聞
き
取
っ
た
歌
詞
と
捉

え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
高
桑
が
同

時
代
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
採
集
し
た
と
す
る
②
、
⑤
、
⑥
の
歌
詞
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
そ
の
う
ち
②
の
歌
詞
は
、『
北
国
巡
杖
記
』
に
記
さ
れ
た
歌
詞
と

酷
似
し
て
お
り
、
歌
詞
の
な
か
に
は
サ
サ
ラ
と
い
う
田
楽
で
用
い
ら
れ
る
楽
器
の
名

が
刻
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤
、
⑥
の
歌
詞
で
は
、「
放
下
」
と
い
う
コ
キ
リ
コ
の

起
源
に
か
か
わ
る
言
葉
が
登
場
し
│
│
た
だ
し
、
⑥
の
歌
詞
は
ホ
ウ
ゲ
と
読
む
よ
う

だ
が
│
│
、
さ
ら
に
は
高
桑
が
コ
キ
リ
コ
を
南
朝
遺
臣
が
後
醍
醐
天
皇
の
鎮
魂
の
た

め
に
舞
っ
た
と
い
う
推
測
を
補
強
す
る
「
霊
祭
」
と
い
う
文
句
が
入
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
詞
が
初
出
と
な
る
テ
ク
ス
ト
で
高
桑
は
、
実
に
興
味
深
い
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

　

最
初
山
崎
老
婆
は
二
三
し
か
歌
詞
を
知
ら
な
か
っ
た
が
巡
杖
記
や
越
中
地
誌

等
の
歌
詞
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
ツ
〜
〜
古
い
記
憶
を
思
い
出
さ
せ
貰
う

□
っ
て
来
た

　

一　

踊
り
た
き
や
踊
れ
泣
く
子
を
い
く
せ　

サ
サ
ラ
は
帳
台
の
棚
に
あ
る

　

一　

月
見
て
う
た
う
放
下
の
コ
キ
リ
コ　

竹
の
夜
声
の
澄
み
わ
た
る

　

一　

よ
ろ
ず
の
さ
さ
い
放
下
す
れ
ば　

月
は
て
る
な
り　

た
ま
ま
つ
り

　
〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｃ
〕

　

高
桑
は
、
山
崎
が
「
あ
ま
り
歌
詞
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で

彼
は
、
古
典
の
文
献
に
記
さ
れ
た
歌
詞
を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
示
す
こ
と
で
「
古

い
記
憶
を
思
い
出
さ
せ
」
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う

）
2
（

。
当
時
、
す
で
に
七
〇
歳
に
な
ろ
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う
と
し
て
い
た
老
婆
か
ら
、
何
十
年
も
前
の
歌
の
記
憶
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
記
憶
を
辿
る
ヒ
ン
ト
と
な
り
そ
う
な
資
料
を
提
示
し
よ
う
と
す
る

気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
代
の
地
域
の
文
脈
か
ら
は
乖
離

し
た
文
献
の
な
か
の
歌
詞
を
見
せ
る
こ
と
は
、
話
者
に
「
記
憶
」
の
名
の
も
と
に
新

た
な
歌
詞
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
今
日
の
民
俗
学
者
や
人
類
学
者
が
こ
の
よ
う
な
調
査
を
す
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。

　

こ
こ
で
特
に
気
に
か
か
る
の
は
、
⑤
の
歌
詞
で
あ
る
。
実
は
⑤
の
歌
詞
に
酷
似
す

る
「
月
見
つ
ゝ
歌
ふ
放
下
の
こ
き
り
こ
の
竹
の
夜
声
の
す
み
わ
た
る
か
な
」
と
い
う

歌
詞
が
、「
職
人
尽
七
十
一
番
」
の
「
放
下
」
の
項
と
し
て
高
桑
自
身
の
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
〔
高
桑
一
九
四
九　

九
〕。
歌
詞
は
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
内
容
や

歌
わ
れ
て
い
る
情
景
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
五
年
後
の
テ
ク
ス
ト
で
は
山

崎
し
い
の
「
古
い
記
憶
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、「
職

人
尽
七
十
一
番
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
歌
詞
は
、
決
し
て
五
箇
山
の
も
の
で
は
な
く
、

時
代
も
中
世
に
遡
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
歌
詞
を
持
ち
出
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
⑤
の
歌
詞
が
生
成
し
て
い
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に

は
時
代
を
超
え
、
口
承
と
書
承
を
横
断
す
る
創
造
過
程
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、筑
子
の
「
起
源
」
を
探
究
し
続
け
た
高
桑
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
形
で
の
歌
詞
の
再
構
築
も
ま
た
、
い
に
し
え
の
筑
子
の
復
興
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
作
為
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
歌
詞
は
、
戦
前
か
ら
見
出
さ
れ
て
い
た
①
、

④
、
⑧
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
歌
詞
は
、
彼
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
や
り
取
り

の
な
か
で
記
憶
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
「
発
見
」
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
に
は
、
民
俗
的
な
民
謡
と
近
世
か
ら

の
文
字
資
料
に
よ
る
も
の
、
さ
ら
に
新
民
謡
に
も
比
肩
し
う
る
よ
う
な
作
為
が
施
さ

れ
た
も
の
が
混
淆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
こ
き
り
こ
」
は
、

起
源
を
異
に
す
る
歌
詞
が
付
加
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
一
定
の
基
準
に
よ
る
取
捨
選

択
が
働
き
、場
合
に
よ
っ
て
は
除
外
さ
れ
る
歌
詞
も
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
言
説
と
対
応
す
る
も
の
が
選
出
さ
れ
て

い
る
。

　

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
高
桑
は
一
九
五
〇
年
代
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、「
山
崎
老
婆

の
生
地
上
平
村
猪
谷
に
四
五
人
も
コ
キ
リ
コ
唄
を
知
っ
て
い
る
媼
翁
が
い
た
」〔
高

桑
一
九
五
四　

二
六
Ｂ
〕
と
し
て
、
山
崎
し
い
以
外
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
複

数
の
歌
詞
を
採
集
し
た
と
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
歌
詞
は
、
そ
れ
以

後
の
保
存
会
の
歌
詞
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
た
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ン
ト
を
介
し
て
見
出
さ
れ
た
歌
詞
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

娘
十
七
八　

道
端
の
筍
、
ス
ポ
ン
と
抜
け
ば　

尻
（
汁
）
が
出
る

柴
戸
た
た
く
を
そ
も
じ
と
思
い　

出
（
見
）
れ
ば
て
ら
し
て
げ
ら
げ
ら
〜
〜
と

娘
今
宵
の
ホ
タ
ル
ッ
コ
の
呼
び
声　

玉
章
送
ろ
う
の
殿
ま
よ
び
〔
高
桑
一
九
五

四　

二
六
Ｂ
、
一
九
七
三
〕

　

い
ず
れ
も
、
内
容
は
猥
歌
や
恋
歌
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
最
初
の

歌
詞
な
ど
は
、
相
当
あ
か
ら
さ
ま
な
内
容
で
は
あ
る
。
た
だ
注
目
し
た
い
の
は
、
二

つ
目
の
歌
詞
の
「
そ
も
じ
」
と
三
つ
目
の
歌
詞
の
「
玉
章
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

前
者
は
、
中
世
に
お
け
る
二
人
称
の
尊
称
で
あ
り
、
玉
章
は
、
韻
文
な
ど
を
折
り
込

ん
だ
手
紙
な
ど
を
さ
す
。
い
ず
れ
も
、
一
般
的
な
民
謡
の
歌
詞
に
折
り
込
ま
れ
る
に

は
や
や
不
自
然
な
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
と
り
わ
け
、五
箇
山
の
二
人
称
に
つ
い
て
は
、

高
桑
自
身
が
方
言
研
究
の
な
か
で
、
尊
称
と
し
て
「
お
前
、
お
前
サ
マ
、
あ
さ
ま
、

あ
ん
た
」
な
ど
、「
中
称
」
と
し
て
「
わ
り
、
あ
ん
に
ゃ
」、
賤
称
と
し
て
「
わ
り
、

い
な
、
い
さ
ま
」
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
が
、「
そ
も
じ
」
は
一
切
登
場
し
な
い
〔
高

桑
一
九
九
六
（
一
九
三
九
）〕。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
歌
詞
に
も
、
何
ら
か
の
作
為

の
跡
が
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
歌
詞
の
内
容
を
考
慮
し
た
高
桑
が
、
古
典
的
な
単
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語
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
内
容
の
「
中
和
」
を
図
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
猥
雑
」
で
「
卑
猥
」
な
歌
詞
の
消
去
は
、大
正
年
間
の
『
俚
謡
集
』

以
来
、
研
究
者
や
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
平
準
化
の
流
れ
の
な
か
で
一
貫
し
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
地
域
社
会
の
側
が
、
民
謡
を
文
字
化
し
、
レ
コ
ー
ド
化
し
、
舞
台

化
し
て
い
く
な
か
で
、
性
に
ま
つ
わ
る
歌
詞
や
差
別
的
な
表
現
の
歌
詞
を
積
極
的
に

消
去
し
て
い
っ
た
側
面
を
指
摘
で
き
る
。
重
要
な
点
は
、
研
究
者
が
対
象
を
一
方
的

に
偏
向
し
た
視
座
か
ら
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代

の
あ
る
時
期
よ
り
、地
域
の
側
も
自
ら
を
再
構
成
し
て
い
く
な
か
で
、「
見
た
い
も
の
」

と
「
見
せ
た
い
も
の
」
と
の
接
点
を
探
り
つ
つ
、
更
新
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
「
こ
き
り
こ
」
の
文
字
資
料
と
聞
き
取
り
に
お
け
る
微
細
な
ズ
レ
に
つ
い

て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
記
し
た
④
の
歌
詞
に
相
当
す
る
。
こ
の

歌
詞
は
、
高
桑
が
最
初
に
山
崎
し
い
か
ら
聞
き
取
っ
た
歌
詞
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も

に
『
巡
杖
記
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
歌
詞
に
き
わ
め
て
ち
か
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
の
歌
詞
の
相
似
と
「
こ
き
り
こ
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
、
文
献
資
料
に
の
み
刻

印
さ
れ
滅
び
た
か
に
み
え
て
い
た
民
謡
が
、
近
代
に
お
い
て
復
活
す
る
契
機
と
な
っ

た
歌
詞
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
歌
詞
は
、「
こ
き
り
こ
」
に
お
け
る
ミ
ッ

シ
ン
グ
リ
ン
ク
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

む
か
ひ
の
山
に　

鳴
く
ひ
よ
鳥
の　

鳴
い
て
は
下
が
り
鳴
い
て
は
上
が
り　

　

朝
草
刈
り
の
目
を
さ
ま
す

　

向
か
い
の
山
に　

鳴
く
ひ
よ
鳥
は　

鳴
い
て
は
下
が
り
鳴
い
て
は
上
が
る

　

朝
草
刈
り
の　

目
を
ば
さ
ま
す　

朝
草
刈
り
の　

目
を
さ
ま
す

　

前
者
が
、「
五
箇
山
地
方
の
民
謡
」〔
一
九
三
七
〕
に
記
さ
れ
た
も
の
│
│
つ
ま
り
、

高
桑
が
山
崎
し
い
か
ら
聞
き
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
詞
│
│
で
あ
り
、
後
者
は
、

現
在
、
民
謡
集
に
も
記
さ
れ
て
い
る
保
存
会
で
歌
わ
れ
て
い
る
歌
詞
で
あ
る
。
こ
こ

で
も
っ
と
も
大
き
な
変
更
点
は
、
曲
節
の
関
係
上
、「
朝
草
刈
り
の
目
を
さ
ま
す
」

を
二
回
リ
フ
レ
イ
ン
し
、
さ
ら
に
最
初
の
歌
詞
の
部
分
に
は
、「
お
ば
」
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
助
詞
の
変
更
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
黒
坂
富
治
が
麦
屋
節
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
た
批
判

的
な
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
、
麦
屋
節
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
る
た
め
に
本
来
の
歌

詞
を
改
変
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
歌
詞
の
字
数
を
合
わ
す
の
に
、『
と
く
』
と
か
『
打

ち
』
を
無
理
に
く
っ
つ
け
て
い
る
。
ま
こ
と
に
苦
々
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
高
桑
の

コ
メ
ン
ト
を
引
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
黒
坂
自
身
も
高
桑
の
意
見
を
肯
定
的
に
受
け

止
め
、「
こ
の
よ
う
な
字
句
や
詩
型
の
変
改
は
，
民
謡
歌
詞
の
自
ず
か
ら
な
る
発
生

発
現
を
歪
め
、
民
謡
の
精
神
と
美
を
冒
涜
阻
害
す
る
も
の
と
の
高
い
見
識
」〔
黒
坂

一
九
八
六　

四
二
〕
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
文
字
か
ら
現
れ
る
民
謡
の
字
句
や
詩
型
だ
け
を
み
て
い
く
と
、
高
桑
や
黒

坂
の
批
判
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
こ
き
り
こ
」
に
も
あ
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
古
典
を
典
拠
と
す
る
こ
と
で
そ
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
つ
つ
、
そ
れ
ら

を
実
際
の
歌
唱
の
必
要
性
に
合
わ
せ
て
改
変
す
る
作
法
は
、
ま
さ
に
高
桑
自
身
が
批

判
し
た
と
さ
れ
る
「
麦
屋
節
」
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
歌
詞
の
改
変
の
際
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
方
式
に
は
、
も
う
少
し
慎
重
な

視
点
が
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
歌
詞
の
改
変
は
、高
桑
の
創
意
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
地
域
社
会
に
お
け
る
歌
唱
を
め
ぐ
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
応
用
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
よ
う
な
民
謡
間
で
の
歌
詞
の
異
動
や
メ
ロ
デ
ィ
、
歌
唱
法
の
置
換

は
、
共
同
体
の
内
部
に
お
い
て
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

❸
踊
り
の
生
成
│
サ
サ
ラ
踊
り
を
中
心
に

　
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
が
発
見
さ
れ
た
当
初
、「
こ
き
り
こ
」
の
踊
り
を
継
承
す
る

も
の
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
歌
詞
を
高
桑
に
教
え
た
山
崎
し
い
も
、
踊
り
に
つ
い

て
は
覚
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
こ
き
り
こ
」
の
踊
り
の
復
興
こ
そ
、
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戦
後
間
も
な
く
、
高
桑
た
ち
保
存
会
が
最
も
腐
心
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
こ

き
り
こ
」
の
踊
り
（
と
高
桑
が
捉
え
て
い
た
も
の
）
を
知
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を

探
し
出
す
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
次
の
高
桑
の
記
述
が
正
し
け
れ

ば
、
件
の
踊
り
そ
の
も
の
が
、
明
治
の
初
期
以
後
は
ほ
と
ん
ど
踊
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
親
戚
か

ら
の
情
報
を
も
と
に
、
踊
り
を
覚
え
て
い
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
探
し
だ
し
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
人
に
中
畑
と
い
う
村
の
当
時
八
九
歳
に
な
る
永
森
そ

よ
と
い
う
話
者
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
九
年
の
開
帳
に
踊
っ
た
と
い
う
方
。
手
八
丁
、
口
八
丁
で
男
ま
さ
り
の

人
。
さ
さ
ら
バ
ツ
と
い
わ
れ
る
程
き
か
ぬ
気
象
の
女
で
あ
る
（
バ
ツ
と
い
う
は

女
の
卑
語
）（
サ
サ
ラ
と
い
う
語
に
魅
力
を
持
つ
）。
昭
和
二
十
六
年
八
月
、
洋

服
姿
で
若
妻
を
問
う
た
。
軽
い
風
邪
で
寝
て
を
ら
れ
た
。
八
月
に
風
引
と
は
變

だ
思
い
、
座
り
こ
み
戦
術
で
語
り
つ
ゞ
け
て
見
た
。
私
の
質
問
に
対
し
力
な
い

言
葉
で
「
忘
れ
ま
し
た
。
覚
え
て
い
な
い
」
と
い
つ
て
断
ら
れ
た
。
失
望
し
去

つ
た
。
忘
れ
た
と
の
言
葉
に
は
又
思
い
出
せ
る
と
い
う
一
縷
の
望
も
あ
る
が
あ

の
老
体
と
衰
弱
、
又
押
返
し
訪
ね
る
と
い
う
気
は
中
々
な
れ
な
い
。
最
後
の
期

待
を
此
の
老
婆
一
人
に
か
け
て
い
た
の
に
。
先
づ
筑
子
踊
の
復
活
は
至
難
と
い

う
こ
と
に
な
る
〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｂ
〕。

　

せ
っ
か
く
探
し
あ
て
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
八
九
歳
の
「
老
婆
」
は
、「
覚

え
て
い
な
い
」
と
す
げ
な
く
答
え
た
。
そ
う
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
聞
き
手
は
引
き
下

が
る
し
か
い
な
い
。
ま
た
、「
思
い
出
せ
る
と
い
う
一
縷
の
望
」
み
と
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
の
体
調
や
年
齢
を
推
し
量
る
く
だ
り
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
経
験
し
た

者
で
あ
れ
ば
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
高
桑
は
、
暗
澹
た
る
思
い
で
、「
筑

子
踊
の
復
活
は
至
難
」
と
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
転

機
が
訪
れ
る
。

　

然
し
此
の
老
婆
の
傳
承
に
よ
つ
て
筑
子
踊
の
、
死
活
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
と
思
え
ば
思
い
切
れ
な
い
。
機
会
を
見
る
こ
と
に
し
た
。
同
年
九
月
県
教
委

の
録
音
が
あ
つ
た
が
直
後
、
自
分
の
叔
母
北
村
せ
つ
（
六
七
）
を
向
か
は
し
め

た
。
叔
母
は
念
仏
の
話
か
ら
緒
口
を
つ
け
後
生
の
一
大
事
を
語
り
信
仰
談
か
ら

喚
想
連
絡
し
来
年
が
上
梨
白
山
の
宮
の
三
十
三
年
目
の
御
開
帳
に
当
る
と
自
ら

も
語
り
語
ら
せ
も
し
て
い
る
中
に
話
は
筑
子
踊
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
老
婆
は

「
筑
子
も
舞
々
も
、
オ
ラ
チ
ャ
の
マ
キ
（
同
年
輩
）
ま
で
踊
っ
た
が
一
寸
お
く

れ
た
若
い
マ
キ
の
女
は
踊
ら
ん
か
ら
知
る
ま
い
。」「
筑
子
の
踊
は
先
般
、
咄
嗟

の
間
に
答
へ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
何
で
も
、
上
っ
て
下
っ
て
く
る
り
と
回
る
」

の
だ
、
と
教
え
た
。
北
村
は
大
体
筑
子
節
を
夏
以
来
の
宣
伝
で
覚
え
て
い
た
の

で
其
の
場
で
四
五
回
踊
っ
て
み
た
。
早
速
と
帰
っ
て
傳
え
た
。
北
村
は
山
崎
し

い
老
母
の
姪
に
当
り
界
隈
で
は
聴
聞
語
り
の
評
判
の
あ
る
女
で
あ
る
。
翌
年
八

月
舞
々
を
教
わ
っ
た
。
斯
く
て
將
に
絶
え
ん
と
す
る
一
歩
手
前
で
蘇
生
さ
せ
、

命
脈
を
つ
な
ぎ
止
め
る
こ
と
が
出
来
た
〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｃ
〕。

　

高
桑
は
必
死
だ
っ
た
。
こ
の
老
婆
と
の
直
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
を
あ
き
ら
め
、
も

う
少
し
気
軽
で
打
ち
解
け
た
関
係
の
も
と
で
の
聞
き
取
り
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
。

彼
は
、
自
分
の
叔
母
に
あ
た
る
北
村
せ
つ
と
い
う
女
性
に
行
っ
て
も
ら
い
、
真
宗
の

教
え
を
諭
し
な
が
ら
、「
白
山
の
宮
の
三
十
三
年
目
の
御
開
帳
」
の
話
題
へ
と
話
を

誘
導
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
少
し
注
釈
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
期
に
開
か

れ
た
と
い
う
白
山
宮
は
、
三
十
三
年
に
一
度
、
本
殿
の
御
開
帳
が
行
わ
れ
、
そ
の
際

に
は
盛
大
な
祭
礼
が
催
さ
れ
て
き
た
。
高
桑
は
、
こ
の
御
開
帳
の
と
き
に
こ
そ
、「
こ

き
り
こ
」
や
「
ま
い
ま
い
」
が
踊
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

実
際
、
老
婆
は
、
自
ら
が
踊
っ
た
「
こ
き
り
こ
」
を
思
い
出
し
て
北
村
に
語
っ
て

き
か
せ
た
と
い
う
。「
上
っ
て
下
っ
て
く
る
り
と
回
る
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
踊
り

が
継
承
さ
れ
た
か
ど
う
か
心
も
と
な
い
が
、
彼
女
は
、
早
速
、「
こ
き
り
こ
」
の
節



188

国立歴史民俗博物館研究報告
第 165集　2011年 3月

に
合
わ
せ
て
踊
り
を
実
演
し
て
み
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
る
と
そ
の
翌
年

に
は
、「
舞
々
」
の
踊
り
も
│
│
こ
の
「
舞
々
」
は
、
現
在
、
保
存
会
に
よ
っ
て
踊

ら
れ
て
い
る
神
楽
踊
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
│
│
、
こ
の
老
婆
か
ら
教
わ
っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
て
、「
將
に
絶
え
ん
と
す
る
一
歩
手
前
で
蘇
生
さ
せ
、
命
脈
を
つ
な

ぎ
止
め
る
」
こ
と
に
よ
り
、
今
日
の
「
こ
き
り
こ
」
踊
り
の
礎
が
継
承
さ
れ
て
い
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

　

現
在
、「
こ
き
り
こ
」
の
踊
り
と
し
て
は
、「
奉
納
筑
子
踊
」、「
編
木
子
踊
」、「
筑

子
扇
子
踊
」、「
筑
子
手
踊
」「
編
竹
踊
」
の
五
つ
が
記
さ
れ
て
い
る

（
３
）。

そ
の
な
か
で
も
、

現
在
、
実
際
に
保
存
会
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
女
性
が
し
で
竹
を
用

い
る
「
奉
納
筑
子
踊
」、
男
性
が
び
ん
さ
さ
ら
を
用
い
る
「
編
木
子
踊
」、
そ
し
て
総

踊
り
な
ど
で
踊
ら
れ
る
「
手
踊
り
」
で
あ
る
。

　
「
奉
納
筑
子
踊
」は
、幣
紙
を
つ
け
た
コ
キ
リ
コ
竹
を
も
っ
て
踊
る
。
保
存
会
で
は
、

頭
に
石
帯
で
結
ん
だ
鉢
巻
を
し
て
、麻
小
袖
を
着
用
し
て
い
る
。
一
方
、「
こ
き
り
こ
」

の
代
名
詞
と
も
い
え
る
「
編
木
子
踊
」
は
、
直
垂
括
袴
の
衣
装
に
山
鳥
の
羽
を
つ
け

た
綾
藺
笠
を
か
ぶ
り
、手
に
ビ
ン
ザ
サ
ラ
を
持
っ
て
踊
る
。
最
後
の
「
手
踊
り
」
は
、

文
字
通
り
祭
り
の
輪
踊
り
で
も
踊
ら
れ
る
単
純
で
明
快
な
踊
り
で
あ
る
が
、
保
存
会

で
は
、「
奉
納
筑
子
踊
」「
編
木
子
踊
」
に
加
わ
っ
て
舞
台
を
飾
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
踊
り
は
、基
本
的
に
は
保
存
会
が
発
足
後
に
「
再
興
」
さ
れ
て
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
き
り
こ
踊
り
の
復
活
に
つ
い
て
の
苦
難
の
物
語
は
、
す
で
に
記

し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
最
初
期
、
こ
の
踊
り
は
、
ま
だ
、「
神
楽
」
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
、
復
興
さ
れ
た
踊
り
も
、
三
三
年
に
一
度
の
「
白

山
宮
」
の
開
帳
の
際
に
踊
ら
れ
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
こ
の
再
興
さ
れ
た
直

後
の
踊
り
の
形
式
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

筑
子
踊
は
、
以
前
は
五
カ
山
峡
の
各
村
落
で
氏
神
の
祭
礼
に
奉
納
神
楽
と
し

て
踊
ら
れ
た
笠
踊
で
あ
つ
た
が
、
現
在
で
は
ひ
と
り
平
村
上
梨
の
氏
神
白
山
妙

理
権
現
の
神
楽
と
し
て
踊
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
踊
手
は
、
部
落
の
少
女
五
人

が
浅
黄
色
麻
の
紋
服
に
白
麻
の
か
ず
ら
を
む
す
ん
で
こ
き
り
こ
を
か
ち
か
ち
と

ま
わ
し
て
打
ち
な
ら
し
な
が
ら
踊
る
。
こ
き
り
こ
と
は
、
二
本
の
七
寸
五
分
の

細
い
丸
竹
で
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。
囃
し
は
、
笛
、
小
鼓
、
太
鼓
、
鍬
金
（
本

来
は
銅
鋲
子
）
胡
弓
、
お
よ
び
尺
八
を
用
い
る
〔
日
本
青
年
会
館
編
一
九
五
三　

五
〕。

　

こ
れ
は
、
第
四
回
「
全
国
郷
土
芸
能
大
会
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
抜
粋
し
た
踊

り
の
説
明
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
こ
で
は
、
五
箇
山
の
各
村
落
で
の
奉
納
神

楽
は
「
笠
踊
で
あ
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
踊
り
と
は
、「
部
落
の
少
女
五

人
が
浅
黄
色
麻
の
紋
服
に
白
麻
の
か
ず
ら
を
む
す
ん
で
こ
き
り
こ
を
か
ち
か
ち
と
ま

わ
し
て
打
ち
な
ら
し
な
が
ら
踊
る
」
形
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

踊
り
は
、
今
日
、
女
性
が
踊
る
「
し
で
踊
り
」
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
形
式
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
時
期
、新
た
に
創
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
は
ず
の「
編

木
子
踊
」
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
保
存
会

の
結
成
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、「
編
木
子
踊
」
も
保
存
会
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
加
え

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
存
会
の
五
〇
周
年
を
記
念
し
た
冊
子
は
、
こ
の
頃
の
経

緯
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

保
存
会
成
立
当
時
は
歌
と
楽
器
（
地
方
）
の
み
で
、
踊
り
は
な
か
っ
た
が
、

円
浄
寺
や
下
梨
小
学
校
上
梨
分
校
で
歌
が
披
露
さ
れ
る
と
、
地
区
民
は
誘
い

あ
っ
て
会
場
へ
出
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

　

古
文
献
や
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
を
頼
り
に
踊
り
と
服
装
の
再
現
が
急
が
れ

た
。
地
区
内
の
古
老
や
出
身
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
進
め
、
踊
り
の
再
現
に

こ
ぎ
つ
け
た
。

　

服
装
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
を
再
現
し
た
。
地
方
・
歌
手
・
踊
子
は
折
烏
帽
子
、

直
垂
、
括
り
袴
。
放
下
僧
は
放
下
師
の
姿
と
し
て
、
直
垂
、
括
り
袴
綾
藺
笠
、

帯
刀
、
女
は
麻
織
の
青
天
色
振
袖
柿
色
麻
の
振
袖
石
帯
の
鉢
巻
姿
と
し
た
〔
越
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中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
編
二
〇
〇
一
：
一
六
〕。

　

踊
り
の
伝
承
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
高
桑
ほ
ど
に
詳
細
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
保
存
会
設
立
当
初
は
、
歌
に
踊
り
が
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ

の
後
、
踊
り
が
再
興
さ
れ
た
際
に
は
地
域
性
を
飛
躍
し
、
鎌
倉
時
代
の
「
神
楽
」
や

「
放
下
師
」を
イ
メ
ー
ジ
し
た
衣
装
を
適
用
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
踊
り
に
関
わ
る
衣
装
や
小
物
自
体
が
、
こ
の
保
存
会
の
結
成
と
同
時
に
創

出
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
い
え
る

）
4
（

。
特
に
「
編
木
子
踊
」
は
、
そ
の
直
垂
括
袴
や
綾
藺

笠
の
衣
装
、
小
道
具
で
あ
る
ビ
ン
ザ
サ
ラ
に
い
た
る
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
保
存
会
が

発
足
し
て
間
も
な
く
創
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
「
全
国
郷
土
芸

能
大
会
」
の
記
念
写
真
に
は
、
こ
の
「
編
木
子
踊
」
の
踊
り
手
の
姿
は
み
え
な
い
も

の
の
、
そ
の
翌
年
に
出
演
し
た
「
全
国
レ
ク
リ
ー
エ
シ
ョ
ン
大
会
」
の
記
念
写
真
に

は
、「
編
木
子
踊
」
の
踊
り
手
ら
し
き
衣
装
の
男
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
踊
り
の
外
部
で
の
お
披
露
目
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に

行
わ
れ
た
城
端
の
「
麦
や
祭
り
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

）
5
（

。

　

こ
の
さ
さ
ら
に
つ
い
て
は
、
高
桑
は
多
く
の
古
文
献
や
絵
画
資
料
を
参
照
し
た
よ

う
で
あ
る
。
彼
の
「
こ
き
り
こ
」
に
つ
い
て
の
総
括
と
も
言
え
る
『
筑
子
の
起
源
考
』

に
は
、「
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
」、「
鳥
獣
戯
画
」（
一
枚
）、「
職
人
尽
歌
合
七
十
一
番
」

（
三
枚
）「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」（
一
枚
）、「
年
中
行
事
絵
巻
」（
二
枚
）
が
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
高
桑
自
身
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
楽
器
な
ど
の
ス
ケ
ッ
チ
も
多
数
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
図
像
史
料
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く
作
業
を
、
一
九
七
〇
年

代
の
初
頭
に
一
人
の
郷
土
史
家
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
解
釈
の
正
否
は

と
も
か
く
と
し
て
、
特
筆
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
画
像
史
料
か
ら
は
、
一
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
五
箇
山

の
「
こ
き
り
こ
」
を
紹
介
し
た
と
さ
れ
る
「
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
」
の
絵
に
ビ
ン
ザ

サ
ラ
は
、
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
扇
を
も
っ
て
踊
る
男
女
や
太
鼓

を
打
つ
者
の
姿
、
ス
リ
ザ
サ
ラ
を
も
っ
て
囃
し
た
り
、
椀
ら
し
き
も
の
を
叩
い
て
興

に
の
る
男
性
の
姿
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
姿
は
見
当
た
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、『
巡
杖
記
』
に
は
、「
こ
き
り
こ
」
の
こ

と
を
「
神
楽
歌
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。「
図
絵
」
の
本
文
に
も
「
こ

き
り
こ
」
が
、「
年
の
よ
り
老
い
た
る
歓
び
或
は
神
を
い
さ
む
る
祭
り
」
で
踊
ら
れ

る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
農
作
物
の
豊
穣
や
余
祝
を
祈
願
す
る
「
田
楽
」
と
は
明
ら
か

に
異
な
っ
た
印
象
を
う
け
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
高
桑
自
身
も
気
づ
い
て
い
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
彼
が
そ
こ
か
ら
押
し
進
め
た
大
胆
な
推
論
が
、
現
在
の
「
筑
子
保
存
会
」

に
「
神
楽
唄
」
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
く
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
経
緯
と
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
言
説
に
つ
い
て
は
、
五
節
で
ま
と
め
る
こ
と
に

し
て
、
こ
こ
で
高
桑
の
「
さ
さ
ら
」
に
つ
い
て
の
仮
説
を
あ
と
づ
け
て
お
き
た
い
。

　

ビ
ン
ザ
サ
ラ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
ま
だ
放
下
僧
の
踊
り
が
形
を
な
し
て
い
な
か
っ

た
一
九
四
九
年
の
段
階
か
ら
す
で
に
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
桑
は
、「
こ
き

り
こ
」
の
「
さ
さ
ら
は
窓
の
も
と
に
あ
る
」
と
い
う
歌
詞
か
ら
サ
サ
ラ
の
意
味
を
尋

ね
、
そ
れ
が
田
楽
で
用
い
ら
れ
る
楽
器
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
用
い
て

田
楽
を
踊
っ
た
芸
能
者
が
「
放
下
僧
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
。
ま
た
、
現
在
、
保
存
会
の
歌
詞
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
⑤
の
「
月
見
て
踊

る
放
下
の
こ
き
り
こ
」
に
酷
似
す
る
「
七
十
一
番
職
人
尽
歌
合
」
の
和
歌
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
の
も
こ
の
箇
所
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
古
典
中
の
こ
き
り
こ
と
サ
サ
ラ
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
ビ
ン
ザ
サ
ラ

に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
後
の
放
下
僧
の
踊
り
を
復
興
さ
せ
る
原
点
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
サ
サ
ラ
に
は
「
揉
む
、突
く
（
衝
く
）、摺
る
、

打
つ
」
の
四
つ
の
操
作
方
法
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
こ
の
楽
器
の
歴
史
的
な
推
移
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
揉
む
」
と
い
う
操
作
は
、「
山
伏
の
数
珠
か

ら
発
し
て
」〔
高
桑
一
九
八
七　

一
五
〕
お
り
、
そ
れ
が
弓
の
弦
な
ど
に
通
し
て
利
用

し
た
と
き
に
「
突
く
（
衝
く
）」
と
い
う
表
現
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ

が
発
達
し
て
、
別
々
の
道
具
を
こ
す
り
合
わ
せ
て
音
を
出
す
「
摺
簓
」
が
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
摺
簓
が
基
本
と
な
り
、
揉
む
、
突
く
、
摺
る
、
打
つ
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な
ど
の
言
葉
が
生
れ
、
他
の
編
木
、
編
竹
、
筑
、
簓
な
ど
の
サ
サ
ラ
に
も
此
の
言
葉

が
応
用
さ
れ
」
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
「
田
楽
用
具
と
い
へ
ば
統
べ
て
の
楽
器
類
を

サ
サ
ラ
と
言
っ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
言
葉
の
濫
用
で
あ
り
、
転
用
で
あ
る
」〔
高

桑
一
九
八
七　

二
一
〕
と
高
桑
は
結
論
づ
け
る
。

　

こ
の
転
用
の
果
て
に
室
町
期
に
は
、
サ
サ
ラ
は
編
木
子
、
す
な
わ
ち
ビ
ン
ザ
サ
ラ

を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ビ
ン
ザ
サ
ラ
と
「
こ
き
り
こ
」
の
関
係
に
つ
い
て
、

彼
は
、
独
特
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

　

こ
け
ら
経
と
田
楽
筑
子
を
コ
キ
リ
コ
と
発
音
す
る
根
源
や
理
由
を
探
し
求
め

た
が
何
処
に
も
見
当
た
ら
な
い
、
子
切
子
に
し
て
も
そ
れ
以
前
に
筑
子
の
文
字

が
出
て
い
て
コ
キ
リ
コ
と
訓
ま
せ
長
い
棒
が
小
さ
い
丸
い
玉
と
な
っ
て
意
が
通

じ
な
い
。
そ
こ
で
伝
承
者
の
山
崎
し
い
は
、
コ
キ
リ
コ
で
は
な
い
、
コ
ッ
ケ
ラ

コ
だ
と
い
う
。
こ
の
暗
示
に
想
い
当
っ
た
の
が
コ
ケ
ラ
経
で
あ
る
。（
中
略
）

　
「
物
の
名
も
所
か
わ
れ
ば
品
か
わ
る
浪
波
の
苫
も
伊
勢
の
浜
萩
」

　

の
歌
の
如
く
、
編
木
と

経
と
は
同
一
の
品
で
あ
り
、
何
れ
も
祈
祷
用
具
で

あ
る
。
だ
か
ら
編
木
と
い
う
も
本
当
で
あ
り
、

経
と
い
う
も
真
実
で
あ
る
。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
編
板
と
書
い
て
コ
ケ
ラ
経
と
訓
ま
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
高
桑
一
九
八
七　

二
二
│
二
三
〕

　

高
桑
は
「
編
木
」
の
起
源
をこ

け
ら経

と
い
う
小
さ
な
木
片
に
経
文
を
記
し
て
重
ね
あ

わ
せ
た
も
の
に
も
と
め
る
。こ
の
経
文
を
書
い
た
板
が
祈
祷
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
、

そ
れ
が
「
編
木
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
だ
か
ら
編
木
と
い
う
も
本
当

で
あ
り
、

経
と
い
う
も
真
実
で
あ
る
」
の
だ
と
い
う
。
彼
は
、「
田
楽
」
の
日
本

史
的
な
変
遷
の
な
か
に
「
こ
き
り
こ
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
ビ
ン
ザ
サ

ラ
に
関
し
て
は
、
五
箇
山
に
「
こ
き
り
こ
」
が
伝
え
ら
れ
る
以
前
、
あ
る
い
は
伝
え

ら
れ
た
当
初
の
よ
り
古
い
「
田
楽
」
の
形
態
を
目
指
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
彼
の
類
推
は
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
に
登
場
す
る

「
こ
き
り
こ
」
と
「
さ
さ
ら
」
の
辺
縁
を
延
々
と
蛇
行
し
続
け
て
い
た
と
も
い
え
る
。

彼
は
、「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
に
登
場
し
た
「
こ
き
り
こ
」
と
「
さ
さ
ら
」
の
意
味

か
ら
そ
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
両
者
の
つ
な
が
り
と
歴
史
的
な
変
遷
過
程
を
調
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
こ
き
り
こ
」
を
田
楽
の
真
正
な
る
末
裔
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
楽
器
や
衣
装
に
は
、
高
桑
敬
親
だ
け
で
な
く
、
後
に
保
存
会
の

二
代
目
会
長
と
な
る
山
崎
宗
義
な
ど
が
尽
力
し
た
こ
と
が
聞
き
取
り
な
ど
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
現
在
、
上
梨
の
「
こ
き
り
こ
唄
の
館
」
に
は
、
彼
が
び
ん
さ
さ
ら
に
紐

を
通
し
て
作
成
し
て
い
る
様
子
を
写
し
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
。
高
桑
の
民
謡
の

史
的
解
釈
の
テ
ク
ス
ト
を
背
後
で
支
え
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
木
工
の
技
術

と
当
時
、
繰
り
返
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
試
行
錯
誤
の
賜
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
館
に
は
、
静
岡
県
水
窪
の
西
周
田
楽
で
用
い
ら
れ
る
ビ
ン
ザ

サ
ラ
や
奈
良
県
春
日
大
社
の
春
日
若
宮
御
祭
り
に
登
場
す
る
ビ
ン
ザ
サ
ラ
も
写
真
や

実
物
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
翻
れ
ば
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
も
、
五
箇
山
以
外

で
田
楽
が
継
承
さ
れ
て
い
る
多
く
の
地
域
の
芸
能
や
祭
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
他
地
域
の
由
来
や
意
味
づ
け
に
つ
い
て
の
情
報
も
、
古
典
史
料
と
同
じ
く
貪
欲

に
取
り
込
ま
れ
、
今
日
の
踊
り
は
再
創
造
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
保
存
会
で
は
、
踊
り
の
形
態
を
整
え
、
衣
装
に
も
中
世
の
「
田
楽
」

の
雰
囲
気
を
ま
と
わ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
地
方
に
つ
い
て
の
微
調
整
も

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
当
時
、
コ
キ
リ

コ
の
地じ

か
た方

は
、
笛
、
小
鼓
、
太
鼓
、
鍬
金
（
本
来
は
銅
鋲
子
）
胡
弓
、
お
よ
び
尺
八

と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
地
方
に
は
、
さ
ら
に
笛
、
小
鼓
、
太
鼓
、
鍬

金
の
他
に
棒
ざ
さ
ら
と
こ
き
り
こ
の
竹
が
登
場
す
る
が
、
逆
に
胡
弓
と
尺
八
は
除
外

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
胡
弓
は
、
お
わ
ら
節
や
麦
屋
節
に
特
徴
的
な
哀
調
を
帯
び

た
調
べ
を
奏
で
る
が
、
そ
れ
が
流
行
し
た
明
治
か
ら
大
正
時
代
の
特
質
を
、
逆
に
喚

起
し
て
し
ま
う
楽
器
で
あ
る
。
そ
の
起
源
も
近
世
を
遡
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

田
楽
起
源
と
さ
れ
る
こ
き
り
こ
唄
の
「
正
調
」
を
奏
す
る
た
め
に
は
、
時
代
的
な
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ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
す
ぎ
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
に
尺
八
は
、
そ
の
起
源
は
胡
弓
よ
り
は

る
か
に
早
い
も
の
の
、
一
般
に
膾
炙
し
、
民
謡
の
演
奏
に
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
大
正
期
以
後
で
あ
る
。
前
近
代
ま
で
は
虚
無
僧
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て

い
た
特
殊
な
職
能
的
楽
器
で
あ
り
、
こ
れ
も
古
代
か
ら
中
世
起
源
と
さ
れ
る
田
楽
の

地
方
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
楽
器
の

音
色
が
消
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
こ
き
り
こ
」
は
、
五
箇
山
民
謡
の
な
か
で
も
一

種
独
特
の
リ
ズ
ム
感
と
雰
囲
気
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。

❹
こ
き
り
こ
を
巡
る
言
説
の
生
成
と
分
節

　

こ
れ
ま
で
み
た
「
こ
き
り
こ
」
の
発
見
と
展
開
は
、
ほ
ぼ
、
高
桑
敬
親
に
よ
る
テ

ク
ス
ト
に
よ
っ
て
い
る
。「
こ
き
り
こ
」の
系
譜
を
再
検
証
す
る
た
め
に
こ
の
節
で
は
、

高
桑
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
潜
む
眼
差
し
の
所
在
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
高
桑
の
民

謡
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
は
数
多
く
、
謄
写
版
も
含
め
る
と
戦
前
か
ら
昭
和
四
〇
年
代

ま
で
続
く
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、「
こ
き
り
こ
」
が
五
箇
山
の
民
謡
の
な

か
で
中
心
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
過
程
が
み
て
と
れ
る
。
当
初
、
周
辺
的
で
付

加
的
に
見
出
さ
れ
た
「
こ
き
り
こ
」
は
、
冒
頭
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
日
本
最
古
の

民
謡
と
し
て
そ
の
位
置
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
高
桑
の
全
て
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
う

余
裕
は
な
い
。
以
下
で
は
、
彼
の
「
こ
き
り
こ
」
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で
、
そ
の

画
期
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、①「
五
箇
山
地
方
の
民
謡
」（
一
九
三
七
）、

②
「
越
中
五
ヶ
山
の
民
謡
（
1
）
〜
（
5
）」（
一
九
四
三
〜
一
九
四
四　

小
寺
廉
吉

と
の
共
著
）、
⑤
『
五
箇
山
民
謡
之
研
究
』（
一
九
四
九
、
自
刊
）、
⑥
『
五
箇
山
と

そ
の
民
謡
』（
一
九
五
四
、
自
刊
）、
⑧
『
筑
子
の
起
原
考
』（
一
九
七
〇
）
を
み
て

い
き
た
い
。
あ
と
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
高
桑
の
記
し
た
テ
ク
ス
ト
群
は
、
そ

れ
に
先
立
つ
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
も
の
や
、
同
じ
論
旨
を
節
単
位
で
発

展
さ
せ
た
も
の
が
多
い
。
と
く
に
「
自
刊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
謄
写
版
の
論
考
に
は

こ
の
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
群
の
な
か
か
ら
、
高

桑
の
「
こ
き
り
こ
」
に
つ
い
て
の
解
釈
や
主
張
が
以
前
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い

た
り
、
ズ
レ
を
見
せ
た
り
す
る
も
の
や
、
新
し
い
資
料
や
情
報
が
挿
入
さ
れ
て
い
る

テ
ク
ス
ト
優
先
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
取
捨
選
択
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
み
て
い
く
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
み
た
歌
詞
や
踊
り
の
由
来

を
探
る
彼
の
思
考
の
軌
跡
を
さ
ぐ
る
う
え
で
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
三
つ
の
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
の
特
質
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
重
層
性
と
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
影
響

を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
第
一
の
特
質
の
延
長
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
擬
似
的
な
「
複
声
性
」
を
指
摘
で
き
る
。
第
三
に
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
潜
在
す

る
自
己
表
象
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
他
者
表
象
の
取
り
込
み
と
い
う
特
質
を
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
重
層
性
と
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
高

桑
は
、
古
文
献
か
ら
実
に
多
く
の
情
報
を
引
用
し
、
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
組
み
込
ん

で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
高
桑
が
同
時
代
の
民
謡
を
み
る
視
点
に
は
、
地
域
か
ら

は
乖
離
し
た
歴
史
的
な
仮
説
が
、
予
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
地
誌
な
ど
の
文
字
資
料
を
巧
み
に
取
り
込
み
つ
つ
、
民
謡
の
来
歴
を
再
構
築
し
て

い
っ
た
。
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
民
謡
は
、
近
世
の
文
人
や
外
部
か
ら
訪
れ
た
旅
人
の

視
点
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に

地ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト

元
の
知
識
人
が
、
同
時
代
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
彼
の
記
述
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
は
、『
巡
杖
記
』
な
ど
の
五
箇
山

を
紹
介
し
た
史
料
に
限
ら
な
い
。
彼
は
積
極
的
に
辞
書
類
や
古
典
か
ら
、
関
連
す
る

資
料
を
収
集
し
て
い
っ
た
。
時
に
は
『
太
平
記
』
や
『
栄
華
物
語
』、『
閑
吟
集
』
と

い
っ
た
物
語
や
歌
謡
集
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、「
こ
き
り
こ
」
を
は
じ
め
と
し
た
民

謡
の
歴
史
が
再
構
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
彼
の
視
座
は
、
そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
が
参
照
す
る
の
は
、
近
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代
以
後
に
展
開
し
て
き
た
電
子
メ
デ
ィ
ア
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
筑
子
の
起
原
考
』
に
は
、「
偶
々
昭
和
三
九
年
夏
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
は
熊
野

那
智
神
社
に
一
、
〇
〇
〇
年
前
（
平
安
前
期
）
の
コ
ケ
ラ
経
が
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り

檜
扇
が
生
れ
、
更
に
は
中
啓
に
変
化
し
、
最
後
は
扇
子
に
変
化
し
た
次
第
を
解
説
し

た
」〔
高
桑
一
九
八
七　

九
〕
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
、
コ
ケ
ラ
経
と

ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
起
源
の
同
一
性
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
着
想
に
は
、

テ
レ
ビ
番
組
に
よ
る
情
報
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
よ
り
直
接
的
な
見
聞
も
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
で
は
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な

る
。
ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
由
来
や
用
途
を
考
え
る
う
え
で
、「
先
年
大
津
の
民
俗
芸
能
大

会
で
、
極
々
素
朴
な
農
夫
姿
の
編
木
踊
を
見
た
」〔
高
桑
一
九
八
七　

二
二
〕
こ
と
が

端
緒
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
小
板
の
間
の
何
か
を
ふ
る
い
落
と
す
様

な
」
動
き
か
ら
、
サ
サ
ラ
は
音
を
出
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、「
祈
祷
の
お
祓
い

用
具
」〔
高
桑
一
九
八
七　

二
二
〕
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

高
桑
は
、
サ
サ
ラ
を
予
祝
の
た
め
の
呪
術
的
な
道
具
と
捉
え
、「
コ
ケ
ラ
経
」
と
の

つ
な
が
り
を
想
像
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
全
国
郷
土
芸
能
大
会
』
に
出
演
し
た
際
に
は
、「
自
分
が
出
演
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
で
他
の
地
方
の
も
の
は
見
れ
な
か
っ
た
が
一
番
参
考
と
な
っ
た
の
は
長
野
県

伊
那
の
雪
祭
り
で
あ
る
」〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｃ
〕
と
い
っ
た
記
述
も
見
ら
れ
る
。

新
春
の
正
月
一
一
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、当
時
の
旦
開
村
で
行
わ
れ
て
い
た「
雪

祭
り
」
は
、二
〇
も
の
神
事
芸
能
が
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
祭
り
に
は
、

ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
舞
が
登
場
す
る
た
め
、高
桑
の
関
心
を
引
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

ど
う
や
ら
そ
れ
だ
け
が
注
目
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
祭
り
の
紹
介
を
し
た

文
章
に
続
け
て
、「
所
で
此
の
雪
祭
り
が
五
箇
山
に
も
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
」

〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｃ
〕
と
記
し
て
い
る
。
彼
の
立
論
の
根
拠
を
ト
レ
ー
ス
す
る

こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
こ
で
も
芸
能
大
会
で
の
見
聞
が
、
彼
の
郷
土
へ
の
眼
差
し
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
点
に
注
目
す
る
と
、
中
央
の
研
究
者
が
、
全
国
の
民
謡
や
民
俗
芸
能

の
把
握
と
検
証
の
た
め
に
組
織
化
し
た
民
俗
芸
能
大
会
の
異
な
っ
た
触
媒
効
果
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
地
方
の
各
芸
能
や
民
謡
の
継
承
者
た
ち
が
、

自
ら
の
芸
能
を
再
認
識
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
た
な
言
説
を
立
ち
上
げ
る
た
め
の

情
報
や
資
源
を
提
供
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
特
質
の
検
証
に
う
つ
り
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
高
桑
の
テ
ク
ス
ト

は
、そ
れ
に
先
立
つ
テ
ク
ス
ト
を
補
完
し
、付
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
既
述
し
た
議
論
や
参
照
し
た
資
料
を
次
の
テ
ク
ス
ト
で
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
た
か
と
思
え
ば
、
そ
れ
ま
で
と
は
矛
盾
す
る
か
に
み
え
る
新
資
料
で
あ
っ

て
も
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
に
接
続
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
接
続
の
過
程

で
新
た
な
パ
ッ
チ
を
は
め
こ
む
│
│
す
な
わ
ち
、
資
料
を
批
判
し
た
り
、
解
釈
の
修

正
を
お
こ
な
う
│
│
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
論
旨
の
組
み
立
て
と
第
一
の
特
質
で

述
べ
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
引
用
と
の
複
合
に
よ
っ
て
、
高
桑
の
テ
ク
ス
ト
の

第
二
の
特
質
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
は
、
や
や
特
殊
な
形

式
の
も
と
に
「
複
声
」
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
複
数
の
研
究
者

の
声
や
視
点
が
混
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
テ
ク
ス
ト
の
進
捗
と
と
も
に

縫
合
さ
れ
、
融
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

お
そ
ら
く
、そ
の
端
的
な
例
は
、「
越
中
五
箇
山
の
民
謡
」〔
一
九
四
三
〜
一
九
四
四
〕

と
『
五
箇
山
民
謡
之
研
究
』〔
一
九
四
九
年
〕
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
み

ら
れ
る
。
前
者
は
、
地
理
学
者
の
小
寺
廉
吉
と
共
著
で
、
雑
誌
『
ひ
だ
び
と
』
に
五

回
に
わ
た
っ
て
投
稿
さ
れ
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
小
寺
が
五
箇
山
民
謡
の
概
説
を

行
い
、
個
々
の
民
謡
の
歌
詞
の
紹
介
と
説
明
を
高
桑
が
担
当
す
る
と
い
う
複
合
的
な

構
造
を
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
章
の
文
末
に
記
さ
れ
た
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
両

者
の
記
述
は
分
節
化
さ
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
寺
の
記
述
の
あ
る
部
分
、
│
し
か
も
、
後
の
高
桑
の
テ
ク
ス

ト
の
変
化
み
る
と
き
に
は
極
め
て
重
要
な
部
分
│
が
、
高
桑
の
そ
の
後
の
テ
ク
ス
ト

の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
小
寺
が
、「
麦
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屋
節
」
に
つ
い
て
述
べ
た
七
つ
の
疑
問
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
・
・
麥
屋
節
は
非
常
に
多
く
の
問
題
を
有
つ
た
民
謠
で
あ
る
。
⑴
麥
屋
節
の

主
要
な
歌
詞
の
幾
つ
か
は
平
家
の
落
人
の
身
の
上
を
歌
つ
て
ゐ
る
。
麥
屋
節
の

謠
ひ
手
で
あ
る
五
ヶ
山
の
村
人
の
祖
先
は
果
し
て
平
家
の
落
人
で
あ
つ
た
か
。

こ
れ
が
一
つ
の
疑
問
で
あ
る
。
⑵
上
記
の
コ
キ
リ
コ
歌
と
麥
屋
節
と
の
關
係
如

何
。
コ
キ
リ
コ
唄
と
麥
屋
節
と
は
高
桑
氏
に
よ
れ
ば
、節
は
全
然
別
物
で
あ
る
。

そ
し
て
コ
キ
リ
コ
唄
も
麥
屋
も
ト
モ
に
同
一
の
平
家
落
人
の
身
の
上
を
う
た
つ

た
歌
詞
を
有
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
歌
詞
は
本
来
い
ず
れ
に
屬
す
る
も
の
か
、
平

家
落
人
が
傳
承
し
も
の
と
す
れ
ば
そ
れ
は
コ
キ
リ
コ
か
麥
屋
か
、
ま
た
コ
キ
リ

コ
と
麥
屋
と
い
づ
れ
が
舊
い
か
。
こ
の
問
題
は
今
解
決
の
手
が
か
り
が
な
い
。

⑶
麥
屋
節
と
輪
島
と
の
關
係
如
何
。
下
梨
の
麥
屋
節
と
上
梨
の
輪
島
節
と
は
同

じ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
高
桑
氏
の
主
張
で
あ
り
、
ま
た
隣
の
白
川
郷
の
輪

島
と
麥
屋
節
と
は
同
調
で
あ
る
と
は
高
桑
氏
正
木
隆
次
郎
氏
の
見
解
で
あ
る
。

⑷
麥
屋
節
と
能
登
の
輪
島
町
と
の
關
係
如
何
。
⑸
五
ヶ
山
の
中
に
於
け
る
普
通

の
麥
屋
節
と
長
麥
屋
と
の
関
係
如
何
。
⑹
其
他
麥
屋
節
の
歌
詞
に
つ
い
て
も
幾

多
の
疑
問
が
あ
る
。
⑺
麥
屋
節
の
あ
の
特
徴
の
あ
る
急
調
子
の
節
は
如
何
な
る

系
統
の
も
の
で
あ
る
か
。こ
れ
ら
の
疑
問
の
大
部
分
は
回
答
が
困
難
で
あ
う
が
、

次
に
麥
屋
節
の
主
な
歌
詞
を
掲
げ
な
が
ら
以
上
の
問
題
に
触
れ
よ
う
（
以
上
小

寺
記
）〔
高
桑
・
小
寺
一
九
四
三　

一
五
〕。

　

末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
記
述
は
小
寺
廉
吉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

高
桑
の
指
摘
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
議
論
が

小
寺
の
単
独
の
思
考
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
記
名
が
小
寺
で
あ
る
以
上
、
論
旨

の
主
要
な
部
分
が
、
小
寺
の
意
図
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で

あ
る
。

　

ち
な
み
に
次
号
の
章
に
は
、
こ
れ
ら
七
つ
の
疑
問
に
対
す
る
一
定
の
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
⑶
の
「
麥
屋
節
と
輪
島
と
の
關
係
如
何
」
と
い
う
疑
問
に
つ

い
て
小
寺
は
、
高
桑
の
意
見
や
同
僚
の
正
木
隆
次
郎
の
意
見
を
紹
介
し
つ
つ
、
持
論

を
ま
と
め
て
い
る

）
6
（

。
小
寺
は
、
両
者
は
同
一
の
起
源
を
持
つ
民
謡
で
あ
る
が
、
そ
の

名
前
は
、
い
ず
れ
で
も
代
表
的
な
歌
詞
の
冒
頭
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
彼
は
「
節
」
と
「
歌
詞
」
の
起
源
を
混
同
し
て
は
な
ら
ず
、そ
の
独
特
の
節
は
、

も
っ
と
古
い
も
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
て
い
た
〔
小
寺
・
高
桑
一
九
四
四
ａ　

一
一
〕。

　

と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
記
さ
れ
た
『
五
箇
山
民
謡
之
研
究
』
で
は
、
高
桑
の

単
著
の
な
か
に
上
記
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
疑
問
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、
高
桑
独
自
の

見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
五
箇
山
の
民
謡
の
歴
史
を
再
考
す
る
と
い

う
ス
タ
イ
ル
の
も
と
に
麦
屋
節
と
そ
の
本
場
で
あ
る
平
村
の
下
梨
を
批
判
的
に
扱
っ

て
い
く
。
彼
は
先
に
記
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
平
行
す
る
形
で
、
①
平
家
落
人
と
平
村
と

い
ふ
村
名
の
起
り
、
②
筑
子
唄
と
麦
屋
節
、
③
神
楽
踊
と
笠
踊
、
④
麦
屋
節
と
輪
島

節
と
い
っ
た
「
混
交
錯
綜
せ
る
難
問
題
」〔
高
桑
一
九
四
九　

一
〕
を
提
示
し
て
い
る
。

疑
問
の
力
点
は
や
や
ず
れ
る
も
の
の
、
小
寺
の
議
論
の
⑴
、
⑵
、
⑶
、
⑷
と
ほ
ぼ
対

応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

実
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
高
桑
は
、「
麦
屋
節
」
の
由
来
と
平
家
落
人
伝

説
に
つ
い
て
明
確
な
疑
義
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
少
な
く
と
も
戦
前
の
高
桑
は
、

正
面
か
ら
麦
屋
節
の
批
判
を
行
う
文
章
は
残
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
時
点
ま

で
は
、
歴
史
的
由
来
を
平
家
の
落
人
に
求
め
る
説
を
積
極
的
に
記
し
て
さ
え
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
小
寺
と
い
う
研
究
者
の
記
述
を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
大
き
く
方
向
性
を
異
に
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
印
象
的
な
の
は
、『
筑
子
の
起
源
考
』
に
お
い
て
「
東
京
在
住
大
橋

渉
先
生
か
ら
貴
重
な
資
料
（
文
献
と
写
真
）
を
提
供
さ
れ
、
照
会
質
問
の
形
で
指
導

を
頂
い
た
」〔
高
桑
一
九
八
七　

九
〕
と
記
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
そ
れ
に
続
く
文
章
は
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
分
か
れ
、
各
節
も
イ
、
ロ
、
ハ

の
順
に
箇
条
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
ど
こ
か
ら
が
大
橋
の
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「
質
問
照
会
」
で
、
ど
こ
か
ら
が
高
桑
の
返
答
に
あ
た
る
の
か
が
、
全
く
分
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
節
全
体
が
、
大
橋
の
疑
問
点
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
そ

う
だ
と
す
る
と
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
述
の
前
半
部
、
サ
サ

ラ
と
「
こ
き
り
こ
」
の
由
来
を
巡
る
疑
問
に
つ
い
て
、「
私
は
コ
ケ
ラ
経
（
即
ち
田

楽
で
使
わ
れ
た
サ
サ
ラ
）
が
コ
キ
リ
コ
に
な
っ
た
と
い
う
説
」〔
高
桑
一
九
八
七　

一

〇
〕
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
先
の
三
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
高
桑
自
身

が
文
献
や
他
地
域
の
民
俗
芸
能
を
参
照
し
つ
つ
、
辿
り
つ
い
た
仮
説
と
し
て
、
同
じ

テ
ク
ス
ト
の
後
半
部
に
記
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
複
声
性
は
、
し
か
し
、
結
果
と
し
て
一
つ
の
包
括
的
な
言
説
を
構
成
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
最
初
に
指
摘
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
第
三
の
特
質

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
に
潜
在
す
る
自
己
表
象
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て

の
他
者
の
言
説
の
選
択
的
な
取
り
込
み
の
過
程
を
み
て
と
る
が
で
き
る
。
戦
前
と
戦

後
の
テ
ク
ス
ト
の
変
容
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
麦
屋
節
」
の
脱
神
話
化
と
そ

れ
を
継
承
す
る
下
梨
へ
の
対
抗
意
識
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
戦
前
の
テ
ク
ス
ト
で

彼
は
、「
麦
屋
節
」
に
対
し
て
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
は
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
「
こ
き
り
こ
」
を
発
見
し
、そ
の
歴
史
的
経
緯
を
探
究
す
る
な
か
で
高
桑
は
、「
麦

屋
節
」
と
そ
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る
「
平
家
落
人
伝
説
」
に
批
判
を
加
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
、小
寺
廉
吉
が
記
し
た
疑
問
に
端
を
発
し
て
い
た
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
彼
は
、「
麦
屋
節
」
と
平
家
落
人
伝
説
と
の
不
整
合
を
指
摘
す
る
。「
麥
屋

節
と
そ
の
踊
と
は
今
日
一
般
社
会
か
ら
は
無
条
件
に
平
家
落
人
よ
り
傳
承
さ
れ
た
も

の
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
私
は
さ
う
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
」〔
高
桑
一
九

四
九　

二
〕。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
彼
は
、
踊
り
の
衣
装
に
注
目
す
る
。
す
な

わ
ち
「
烏
帽
子
狩
衣
を
脱
ぎ
棄
て
た
に
し
て
も
紋
付
小
袖
袴
は
平
安
時
代
や
鎌
倉
時

代
の
服
装
で
な
い
」〔
高
桑
一
九
四
九　

二
〕。
ま
た
、
笠
は
「
静
ヶ
御
前
や
小
野
道

風
が
被
つ
て
ゐ
る
凸
字
形
の
褄
折
笠
で
も
な
い
」。
腰
に
据
え
た
刀
も
「
江
戸
時
代

の
落
し
差
し
で
杣
刀
と
あ
る
歌
詞
に
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
室
町
戦
国
時
代
以
前
の
吊

刀
で
な
い
」〔
高
桑
一
九
四
九　

二
〕
と
い
う
。

　

以
上
の
点
か
ら
「
之
等
は
後
世
の
附
会
し
た
服
装
で
あ
り
鳴
り
も
の
で
あ
る
」
と

論
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、「
麦
屋
節
」
の
曲
の
悲
哀
味
又
は
厳
粛
味
こ
そ
が
、

平
家
の
落
人
を
思
わ
せ
る
旋
律
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、「
土
地
の
我
々
は

悲
哀
味
と
は
逆
に
明
朗
壮
快
に
感
ず
る
」〔
高
桑
一
九
四
九　

二
〕
と
も
指
摘
し
て
い

る
。
旋
律
に
つ
い
て
の
や
や
主
観
的
な
指
摘
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前
者
の
衣
装
の

問
題
は
、
す
で
に
小
寺
融
吉
ら
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
別
の
所
で
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
〔
川
村
二
〇
〇
八
〕。
そ
の
兄
、
小
寺
廉
吉
と
と
も
に
民
謡
報
告
を
お
こ

な
っ
た
高
桑
が
、
こ
の
よ
う
な
中
央
の
研
究
者
の
指
摘
を
聞
き
逃
す
は
ず
が
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
麦
屋
節
」
へ
の
批
判
は
、
専
門
的
な
研
究
者
の
視
点
を
巧
み

に
内
在
化
し
た
う
え
で
の
記
述
で
あ
っ
た
と
み
て
い
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、「
麦
屋
節
」
の
由
来
の
あ
や
う
さ
を
指
摘
し
た
後
、
高
桑
は
、「
麦
屋

節
」
の
由
来
と
な
っ
て
い
た
平
家
落
人
伝
説
の
基
盤
そ
の
も
の
を
切
り
崩
し
て
い
こ

う
と
す
る
。「
平
家
落
人
が
五
ヶ
山
に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
ふ
説
に
對
し
て
は
今
日
越

中
地
内
の
五
ヶ
山
か
ら
何
等
の
証
據
が
あ
が
つ
て
ゐ
な
い
。
而
し
て
斯
か
る
説
の
起

き
た
の
は
江
戸
末
期
の
文
化
年
間
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
の
古
文
書
に
は
聊
か
も
見
ら

れ
な
い
。
恐
ら
く
は
北
巠
と
北
海
と
の
両
人
が
初
め
て
言
ひ
出
し
た
説
だ
ら
う
」〔
高

桑
一
九
四
九　

二
│
三
〕。
つ
ま
り
、
こ
の
説
は
、
五
箇
山
の
地
域
内
で
語
ら
れ
て
い

た
も
の
で
は
な
く
、
地
域
を
訪
れ
た
文
人
や
学
者
に
よ
る
捏
造
で
あ
る
と
高
桑
は
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
平
家
落
人
伝
説
」
と
村
名
で
あ
る
平
村
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
「
明
治

に
入
っ
て
か
ら
」
で
あ
る
と
も
い
う
。
そ
も
そ
も
平
村
と
は
、
江
戸
時
代
に
農
作
物

に
危
害
を
加
え
る
野
の
獣
を
駆
逐
し
た
こ
と
か
ら
つ
い
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
農

作
食
ひ
荒
す
猿
狸
兎
等
を
退
治
さ
す
為
に
種
ヶ
島
銃
五
十
五
梃
を
加
賀
藩
が
使
用
許

可
し
た
事
が
」〔
高
桑
一
九
四
九　

三
〕
あ
り
、
そ
の
顛
末
か
ら
「
猿
狸
兎
等
を
平
ら

げ
（
退
治
）
村
或
は
下
梨
村
の
み
退
治
済
み
の
平
村
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
決

し
て
平
家
の
落
人
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
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そ
れ
に
代
わ
っ
て
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
五
箇
山
に
南
朝
の
遺
臣
が
落
ち
て

き
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
彼
は
、
下
梨
の
「
二
大
舊
家
」
に
伝
わ
る
古
文
書
に
は
共

に
自
ら
の
家
系
を
吉
野
朝
の
遺
臣
で
あ
る
と
す
る
由
来
を
見
出
し
て
く
る
。
こ
れ
ら

の
文
書
か
ら
「
文
化
年
間
頃
に
は
下
梨
に
吉
野
朝
遺
臣
説
は
あ
つ
て
も
平
家
説
は
全

然
な
か
つ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔
高
桑
一
九
四
九　

四
〕
と
類
推
さ
れ

る
こ
と
に
な
る

）
7
（

。

　

こ
の
よ
う
に
彼
は
「
麦
屋
節
」
を
批
判
し
、「
平
家
落
人
伝
説
」
を
批
判
し
、
伝

説
の
流
布
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
北
巠
の
記
述
そ
の
も
の
を
批
判

的
に
扱
っ
て
い
た
。
別
の
所
で
も
高
桑
は
、
彼
ら
が
「
平
家
落
人
の
傳
承
を
土
人
か

ら
聞
い
た
の
で
は
な
く
彼
等
二
人
が
平
家
落
人
と
の
断
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
〔
高
桑
一
九
四
九　

七
〕。

　

そ
の
一
方
、
彼
は
、
文
献
資
料
の
周
到
な
読
み
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
巠

が
訪
れ
た
五
箇
山
の
具
体
的
な
場
所
を
自
ら
の
生
地
で
あ
る
上
梨
付
近
に
措
定
し
て

い
く
点
で
あ
る
。

　
「
一
体
北
巠
、
北
海
両
人
は
五
ヶ
山
中
の
何
部
落
か
ら
波
の
屋
島
を
始
め
他

の
歌
詞
を
採
集
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
部
落
を
視
察
し
て
右
の
風
俗
を

ス
ケ
ッ
チ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
の
今
日
で
は
誰
も
が
麦
屋
節
の
本
場
で
あ

り
、
人
口
五
ヶ
山
最
高
の
下
梨
を
擬
し
之
と
思
っ
て
ゐ
る
。
然
し
下
梨
で
な
い

事
は
論
述
し
た
。・
・
・
然
ら
ば
下
梨
で
な
い
と
す
れ
ば
何
所
で
あ
る
か
、
北

巠
北
海
は
田
向
部
落
の
背
後
に
あ
る
人
形
山
へ
登
つ
た
と
巡
杖
記
に
言
つ
て
ゐ

る
。
又
二
人
の
雪
姿
（
人
形
）
の
見
え
る
所
か
ら
登
つ
て
ゐ
る
。
白
川
や
利
賀

か
ら
で
は
な
い
。
更
に
湯
谷
川
べ
り
に
積
ん
で
あ
る
木コ

ロ呂
（
春
伐
ト
イ
フ
）
山

を
見
て
い
る
か
ら
田
向
を
通
過
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
上
梨
谷
を
視
察
し
た
事
に

な
る
〔
高
桑
一
九
四
九　

五
│
六
〕。

　

こ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、①
社
殿
の
中
で
踊
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
広
い
神
社
は
、

上
梨
白
山
宮
に
し
か
な
か
っ
た
こ
と
、
②
現
在
で
も
社
殿
で
男
女
が
謳
歌
す
る
舞
々

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
筑
子
を
歌
え
る
者
が
上
梨
に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
盛
大

な
神
事
祭
典
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
上
梨
白
山
宮
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑤
巡
杖
記

が
上
梓
さ
れ
た
前
々
年
の
文
化
二
年
に
白
山
宮
の
御
開
帳
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
列
挙
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
、彼
は
「
麦
屋
節
」
に
流
用
さ
れ
た
地
誌
の
な
か
の
平
家
落
人
伝
説
を
、

自
ら
の
谷や

ま間
に
残
存
し
て
い
た
「
こ
き
り
こ
」
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
て
い
く
。
よ

り
端
的
に
い
う
な
ら
、「
こ
き
り
こ
」
こ
そ
が
、
よ
り
古
く
正
当
な
民
謡
で
あ
り
、

そ
れ
は
平
家
の
落
人
で
は
な
く
、
南
朝
の
遺
臣
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
田
楽
の
末

裔
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
高
桑
は
捉
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
高
桑
は
、「
こ
き
り
こ
」

を
中
核
と
し
て
、「
吉
野
朝
遺
臣
説
」
と
い
う
五
箇
山
の
新
た
な
歴
史
を
再
構
成
し

て
み
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
自
ら
の
生
活
空
間
で
あ
る
上
梨
地
区
を
中
心
と

し
た
歴
史
的
経
緯
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
彼
が
「
麦
屋
節
」
を
批
判
す
る
背
景
に
は
、
何
よ
り
も
「
こ
き
り
こ
」

に
「
本
来
」
の
歌
詞
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
が
属

す
る
上
梨
に
伝
わ
る
「
こ
き
り
こ
」
を
も
う
一
度
、
近
世
の
文
献
と
の
連
続
性
を
も

た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
真
正
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
よ
う
し
た
。
そ
の
た
め
に

彼
は
、
流
用
さ
れ
て
い
た
文
献
資
料
の
な
か
で
、
自
ら
の
言
説
に
組
み
込
め
る
も
の

を
選
択
的
に
再
構
成
し
つ
つ
、過
剰
な
部
分
と
し
て
の
平
家
落
人
伝
説
を
「
麦
屋
節
」

と
も
ど
も
批
判
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
高
桑
に
と
っ
て
の
「
仮
想
敵
」
は
、
下
梨
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同

じ
五
箇
山
の
利
賀
村
も
ま
た
、「
こ
き
り
こ
」
の
本
家
争
い
と
い
う
面
で
は
、
保
存

会
成
立
の
初
期
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
四
（
昭

和
二
九
）
年
の
頃
の
回
想
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

十
一
月
一
日
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
て
文
化
庁
並
び
文
化
相
保
護
委
員
会

取
材
の
藝
能
祭
に
出
場
出
演
し
た
。
此
の
頃
節
も
踊
も
違
う
利
賀
村
の
筑
子
踊
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と
日
本
青
年
舘
に
於
け
る
藝
能
祭
を
見
か
け
先
陣
争
い
を
し
た
。

　
（
中
略
）
東
京
藝
能
祭
出
場
は
第
一
目
標
で
あ
り
な
が
ら
村
人
は
第
二
次
に

も
三
次
に
も
見
る
よ
う
な
有
様
で
あ
つ
た
。
然
し
利
賀
村
が
先
陣
争
い
を
し
出

し
た
の
で
流
石
に
一
生
懸
命
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
県
政
ニ
ュ
ー
ス
や
官
庁
や

リ
ー
チ
外
人
ま
で
名
士
の
来
訪
に
よ
り
そ
れ
程
ま
で
に
文
化
的
価
値
あ
る
も
の

か
と
見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
五
ヶ
山
の
者
も
郷
土
の
名
誉
の
為
、
富
山
県
の

為
に
と
声
援
を
得
る
よ
う
に
な
つ
た
。〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ａ
│
二
六
Ｂ
〕

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
き
り
こ
」
の
継
承
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、

上
梨
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
梨
と
「
先
陣
争
い
」
を
し
た
と
さ
れ
る
利

賀
村
に
は
、
高
桑
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
「
筑
子
」
や
『
巡
杖
記
』
に
関
心
を
示
し

た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
は
、
利
賀
村
の
西
勝
寺
住
職
で
あ
っ
た
米
沢
安
立
で
あ
る
。

彼
は
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
の
時
点
で
柳
田
國
男
た
ち
が
編
纂
を
お
こ
な
っ
て
い

た
『
郷
土
研
究
』
に
「
コ
ツ
キ
リ
コ
の
竹
」
と
題
す
る
論
考
を
寄
稿
し
て
い
た
の
で

あ
る
〔
米
沢
（
安
）
一
九
一
三
〕。
彼
は
、「
こ
き
り
こ
」
を
「
幾
百
年
の
昔
よ
り
伝

は
る
俗
謡
」
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
衰
退
の
歴
史
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。　

昔
し
は
、
八
月
十
五
日
盆
會
の
晩
に
踊
り
た
り
し
、
其
後
坂
田
踊
、「
カ
ワ

サ
キ
」
踊
の
輪
踊
流
行
の
爲
に
、「
コ
ツ
キ
リ
コ
」
踊
は
、
衰
退
に
及
び
た
が
、

神
社
佛
閣
の
立
柱
式
と
か
上
棟
式
と
か
に
な
る
と
、「
コ
ツ
キ
リ
コ
」
踊
を
し

て
行
き
た
と
の
こ
と
で
、
七
十
歳
以
上
の
老
人
に
は
、
こ
の
「
コ
ツ
キ
リ
コ
」

踊
を
見
た
人
が
あ
る
、
然
る
に
五
十
年
餘
り
以
前
よ
り
獅
子
舞
と
て
神
楽
獅
子

舞
を
習
ふ
て
か
ら
全
く
「
コ
ツ
キ
リ
コ
」
踊
は
湮
滅
同
様
に
な
つ
て
、
僅
に
七

八
十
歳
の
老
人
が
、
何
村
の
神
社
の
立
柱
式
に
見
た
と
か
、
何
村
の
寺
院
の
上

棟
式
に
見
た
と
か
い
ふ
の
み
で
あ
る
〔
米
沢
（
安
）
一
九
一
三　

二
六
〕。

　

こ
こ
で
米
沢
は
、「
コ
ッ
キ
リ
コ
」
が
盆
通
り
で
踊
ら
れ
る
以
外
に
、「
神
社
佛
閣

の
立
柱
式
と
か
上
棟
式
」
の
際
に
も
踊
ら
れ
て
い
た
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、

前
者
の
場
は
、「
坂
田
踊
、「
カ
ワ
サ
キ
」
踊
」
に
、
後
者
の
そ
れ
は
、「
神
楽
獅
子
舞
」

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、「
湮
滅
同
様
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
気
に

な
る
の
は
、彼
が
直
接
聞
き
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
コ
ツ
キ
リ
コ
」
に
つ
い
て
は
、

「
今
な
ほ
人
口
に
殘
り
、
子
守
女
兒
の
謠
ふ
」〔
米
沢
（
安
）
一
九
一
三　

二
六
〕
と
も

記
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
記
述
か
ら
だ
け
こ
の
民
謡
の
変
遷
を
確
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
か
つ
て
は
踊
り
歌
で
あ
っ
た
も
の
が
、
子
守
唄
に
転
用
さ
れ
る

こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

残
念
な
が
ら
、
戦
後
の
「
先
陣
争
い
」
当
時
、
米
沢
は
す
で
に
他
界
し
て
い
た
。

す
で
に
勢
力
的
に
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
を
収
集
し
、
踊
り
を
復
活
さ
せ
て
保
存
会
も

結
成
し
て
い
た
上
梨
に
は
、
一
日
の
長
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
利

賀
村
で
も
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
「
利
賀
村
む
ぎ
や
節
保
存
会
」
が
結
成
さ

れ
て
お
り
、戦
後
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
は
、「
こ
き
り
こ
」
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、

大
谷
大
学
文
学
部
で
歴
史
学
を
学
ん
で
い
た
安
立
の
孫
、
米
沢
康
も
こ
れ
ら
の
民
謡

に
関
心
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
8
（

。

　

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
そ
の
米
沢
康
が
主
宰
と
し
て
創
刊
し
た
『
越
飛
文

化
』
と
い
う
雑
誌
に
は
、
米
沢
安
立
が
残
し
た
民
謡
の
採
集
ノ
ー
ト
が
、
年
代
順
に

明
治
四
四
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
米
沢
安
一
九
五
四
〕。
こ
こ
に

は
じ
つ
に
一
三
も
の
「
こ
き
り
こ
」
の
歌
詞
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、

上
梨
で
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
に
極
め
て
近
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、『
巡
杖
記
』
の

歌
詞
の
バ
リ
ア
ン
ト
と
思
わ
れ
る
歌
も
、
複
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
採
集

ノ
ー
ト
の
紹
介
が
も
う
少
し
早
け
れ
ば
、「
こ
き
り
こ
」
の
「
本
家
」
を
巡
る
争
い
は
、

熾
烈
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
高
桑
は
、
こ
れ
ら
印
刷

媒
体
の
情
報
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
過
剰
な
意
識
が
働
い
た

せ
い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
ほ
ど
、
古
今
の
文
献
か
ら
の
引
用
を
駆
使
し
た
博
学
な
高
桑

の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
米
沢
安
立
が
記
し
た
郷
土
研
究
の
小
論
や
彼
の
遺
筆
ノ
ー
ト
か
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ら
の
引
用
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
何
と
し
て
も
地
元
の
上
梨
を「
こ
き
り
こ
」

の
本
場
に
し
よ
う
と
す
る
高
桑
の
意
図
が
伏
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
高
桑
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
彼
が
「
こ
き
り

こ
」
に
付
与
し
た
系
譜
に
つ
い
て
検
証
し
直
し
て
み
よ
う
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も

大
き
な
特
質
は
、「
こ
き
り
こ
」
を
「
田
楽
」
の
系
譜
と
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
最
初
に
記
し
た
「
日
本
で
一
番
古
い
」
と
い
っ
た
語
り
口
も
、
民
謡
を

「
田
楽
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。

　

し
か
し
、「
こ
き
り
こ
」
の
田
楽
起
源
説
は
、
当
初
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
九
年
の
テ
ク
ス
ト
で
彼
は
、「
田
楽
」
と
「
武
士
」

と
の
関
係
の
深
さ
か
ら
「
こ
き
り
こ
」
の
「
麦
屋
節
」
に
対
す
る
正
当
性
を
主
張
し

て
い
る
。
高
桑
に
よ
る
と
「
日
本
歴
史
を
少
し
く
学
ん
だ
も
の
は
田
楽
と
武
士
と
密

接
な
関
係
あ
る
事
を
し
る
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
「
五
ヶ
山
の
民

謡
が
落
人
に
よ
つ
て
作
ら
れ
亦
今
日
に
傳
承
せ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
麦

屋
節
で
な
く
筑
子
節
で
あ
る
だ
ろ
う
。
田
楽
こ
そ
武
士
と
結
合
し
武
士
の
傳
承
と
い

ひ
得
る
」
と
断
言
し
て
い
る
〔
高
桑
一
九
四
九　

九
〕。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
含
め
て
、
今
日
で
は
結
果
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の

が
、
原
因
な
い
し
は
、
根
拠
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
「
田
楽
」
の
系
譜

に
こ
だ
わ
っ
た
根
源
的
な
要
因
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
民
謡
の
呼
称
が
「
こ
き
り
こ
」

で
あ
り
、
そ
の
歌
詞
の
な
か
に
「
さ
さ
ら
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
確
か
に
サ
サ
ラ
に
は
何
種
類
か
の
類
型
が
あ
り
、「
田
楽
」
で
も
用
い
ら

れ
て
い
た
楽
器
に
違
い
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
わ
ず
か
な
歌
詞
の
断
片
か
ら
、「
こ

き
り
こ
」
自
体
も
、「
田
楽
」
で
あ
る
と
類
推
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
高
桑
が
「
田
楽
」
と
民
謡
を
結
び
つ
け
た
の
は
、「
こ
き
り
こ
」
が

初
め
て
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
彼
の
テ
ク
ス
ト
で
も
、五
箇
山
の
民
謡
に
「
田
楽
」

の
系
譜
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
、

彼
が
初
め
て
五
箇
山
の
民
謡
に
つ
い
て
記
し
た
「
五
ヶ
山
地
方
の
民
謡
（
一
）」
の

冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一
、
麦
屋
節
と
小
大
臣
（
古
代
神
、
古
代
盡
、
小
大
仁
、
古
大
臣
）

　

五
箇
山
が
産
ん
だ
二
大
民
謡
で
あ
る
。
共
に
平
家
の
落
人
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
も

の
で
一
つ
は
平
安
時
代
後
鳥
羽
上
皇
の
白
拍
子
よ
り
變
化
し
悲
哀
味
を
帯
び
、
一
つ

は
同
じ
時
代
の
後
一
條
天
皇
の
御
代
に
端
を
發
す
る
田
楽
よ
り
變
化
し
た
も
の
で
滑

稽
味
剽
逸
味
を
も
つ
て
ゐ
る
。〔
高
桑
一
九
三
七
ａ　

二
〕

　

こ
こ
で
高
桑
は
、
麦
屋
節
と
小
大
臣
を
対
比
的
に
扱
い
つ
つ
、
後
者
を
「
田
楽
よ

り
變
化
し
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
点
で
は
、
麦
屋
節
と

も
ど
も
「
平
家
の
落
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
言

さ
れ
て
お
り
、
衣
装
や
囃
子
の
楽
器
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
時
代
の
変
遷
や
山
村
故

の
物
資
の
不
足
に
よ
る
変
転
と
い
う
解
釈
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後

の
解
釈
の
進
展
の
な
か
で
、
彼
は
「
こ
き
り
こ
」
こ
そ
、「
田
楽
」
へ
と
遡
行
し
う

る
特
質
を
見
出
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
推
測
は
、
先
の
武
士
と
田
楽
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
彼
が
唱
え
た
吉

野
朝
遺
臣
説
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
節
で
紹
介
し
た
。「
月
見
て
歌
ふ
放

下
の
コ
キ
リ
コ
」の
歌
詞
や 「
万
の
サ
サ
イ
放
下
す
れ
ば
月
は
照
る
な
り
霊
祭 

」は
、

仮
説
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
埋
め
る
に
は
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
。こ
こ
か
ら「
放

下
僧
」
の
踊
り
が
着
想
さ
れ
、「
白
山
宮
で
後
醍
醐
天
皇
の
慰
霊
」
が
行
わ
れ
た
と

い
う
言
説
も
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
田
楽
」
説
の
背
景
と
し
て
は
、
二
つ
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
一

つ
は
、
あ
る
意
味
で
五
箇
山
の
内
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
情
報
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
先
に
引
用
し
た
米
山
安
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
米
山
は
、『
郷
土
研
究
』
に
投

稿
し
た
小
論
の
末
尾
部
分
で
、「「
コ
ツ
キ
リ
コ
」
踊
が
佛
教
に
縁
が
あ
る
の
で
な
か

ろ
う
か
」と
い
う
問
い
を
批
判
し
つ
つ
、「
思
ふ
に
田
楽
踊
の
變
化
し
た
の
で
あ
ら
う
」

〔
米
山
（
安
）
一
九
一
三　

二
六
〕
と
述
べ
て
い
た
。
も
っ
と
も
彼
は
、
そ
の
根
拠
を

一
切
記
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
確
か
な
こ
と
は
、高
桑
が
「
こ
き
り
こ
」
が
「
神
楽
」

か
、「
田
楽
」
か
の
問
い
に
逡
巡
し
て
い
た
約
三
十
年
も
前
に
、
地
元
の
五
箇
山
で
、
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「
こ
き
り
こ
」
を
「
田
楽
」
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
眼
差
し
は
、
既
に
芽
生
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
米
沢
の
論
考
に
つ
い
て
高
桑
は
、
一

切
言
及
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
五
箇
山
に

お
け
る
「
こ
き
り
こ
」
の
本
場
を
移
譲
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
危
惧
さ
れ
た
か

ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
彼
の
「
田
楽
」
説
を
強
く
後
押
し
し
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
外
部

か
ら
の
情
報
で
あ
る
。ど
う
や
ら
外
部
の
研
究
者
、す
な
わ
ち
民
謡
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ

の
声
が
、「
こ
き
り
こ
」
を
し
て
田
楽
の
系
譜
を
決
定
せ
し
め
た
と
い
っ
て
も
い
い

だ
ろ
う
。
高
桑
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か
り
と
記
し

て
い
る
。
小
寺
廉
吉
と
と
も
に
五
箇
山
に
足
を
運
ん
で
い
た
民
謡
の
父
、
町
田
佳
聲

は
、こ
の
「
こ
き
り
こ
」
を
全
国
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

そ
の
彼
が
は
じ
め
て
「
こ
き
り
こ
」
を
試
聴
し
た
と
き
の
感
想
が
次
の
よ
う
な
も
の

あ
る
。

　

越
中
五
ヶ
山
へ
曾
つ
て
詩
人
西
條
八
十
氏
が
探
訪
し
た
時
、
既
に
滅
ん
だ
亡

ん
だ
も
の
か
聞
か
れ
な
か
っ
た
、
と
あ
る
の
に
聊
か
失
望
し
て
い
た
所
、
最
近

村
人
の
手
で
復
活
さ
れ
た
と
の
事
で
、
五
ヶ
山
探
訪
を
予
定
の
中
に
特
に
加
え

た
。

（
中
略
）。
五
ヶ
山
の
古
謡
「
コ
キ
リ
コ
」
は
想
像
し
た
よ
り
は
節
は
モ
ダ
ン
で

あ
り
、
デ
デ
レ
コ
デ
ン
な
ど
い
う
は
や
し
詞
が
、
神
楽
舞
と
い
ふ
よ
り
は
、
む

し
ろ
田
楽
系
統
で
あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
、
加
賀
白
峰
の
「
カ
ン
コ
踊
」
や
越

前
五
箇
村
の
笠
踊
と
の
比
較
研
究
が
必
要
の
よ
う
に
思
え
た
。
な
お
こ
の
村
に

は
「
舞
々
」
と
呼
ば
れ
る
う
た
も
あ
る
が
今
は
絶
え
た
越
前
幸
若
と
関
係
が
あ

る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
舞
々
の
方
が
神
楽
舞
に
近
い
節
で
あ
っ

た
〔
高
桑
一
九
五
四　

一
六
〕。

　

こ
れ
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
一
〇
月
一
二
日
に
「
北
陸
録
音
の
旅
」
と

題
し
て
東
京
朝
日
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
町

田
が
、「
こ
き
り
こ
」
を
「
神
楽
」
で
は
な
く
「
田
楽
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
高
桑
は
、
神
楽
や
幸
若
舞
と
田
楽
を
同
じ
系
列
の
民
俗
芸
能
と
捉
え
て
い

た
節
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
町
田
か
ら
で
て
き
た
感
想
や
そ
の
後
の
彼
と
の
や
り
取

り
の
な
か
で
、
田
楽
と
神
楽
が
別
系
統
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

他
方
で
彼
は
、
町
田
の
「
想
像
し
た
よ
り
は
節
は
モ
ダ
ン
」
と
い
う
感
想
に
か
な

り
の
衝
撃
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
民
謡
と
し
て
の
「
こ
き
り
こ
」
を

否
定
す
る
言
辞
と
も
受
け
取
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

町
田
嘉
章
先
生
か
ら
筑
子
歌
は
節
が
割
合
に
モ
ダ
ー
ン
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ

て
悲
観
し
た
。
老
婆
の
竹
の
打
ち
よ
う
か
ら
す
る
と
ど
う
し
て
も
巡
杖
記
の
七

五
三
五
五
三
に
合
致
し
な
い
。
あ
の
短
い
歌
の
中
へ
何
う
し
て
こ
ん
な
に
数
多

く
の
打
音
を
入
れ
る
の
か
。
一
寸
疑
問
を
持
っ
て
い
た
矢
先
な
の
で
果
し
て
之

が
本
物
で
あ
る
か
否
か
と
更
に
深
く
し
た
。（
中
略
）其
の
後
先
生
の
手
紙
に「
越

中
五
ヶ
山
の
コ
キ
リ
コ
と
加
賀
牛
首
地
方
の
カ
ン
コ
踊
と
越
前
五
箇
荘
の
神
子

踊
な
ど
始
め
は
同
一
の
も
の
が
そ
れ
〜
〜
別
々
に
発
達
し
変
化
し
て
今
日
の
よ

う
な
も
の
に
と
い
う
事
が
曲
節
と
歌
詞
と
の
総
合
比
較
研
究
の
結
果
結
論
が
得

ら
れ
ま
し
た
。
と
の
事
で
漸
く
本
物
と
安
心
し
た
〔
高
桑
一
九
五
四　

二
六
Ｂ

│
Ｃ
〕。

　

こ
う
し
て
彼
は
、
田
楽
と
し
て
の
「
こ
き
り
こ
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、
文
献
に

は
「
神
楽
唄
」
と
記
さ
れ
て
い
た
「
こ
き
り
こ
」
の
別
の
系
譜
を
探
索
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
が
次
節
で
み
る
「
ま
い
ま
い
」
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の

問
題
を
、
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
高
桑
の
民
謡
の
歴
史
的

系
譜
に
つ
い
て
の
考
察
の
一
端
が
、
町
田
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
深
め
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
高
桑
に
よ
る
「
こ
き
り
こ
」
の
歴
史
解
釈
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
、

逆
に
影
響
を
受
け
た
研
究
者
は
、
決
し
て
町
田
だ
け
で
は
な
い
。「
こ
き
り
こ
」
の

全
国
へ
の
発
信
に
協
力
し
た
の
は
、
富
山
大
学
の
黒
坂
富
治
で
あ
る
。
黒
坂
が
高
桑

の
議
論
に
依
拠
し
つ
つ
「
麦
屋
節
」
の
歌
詞
の
改
変
を
批
判
す
る
論
文
ま
で
記
し
て

い
た
こ
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
見
た
通
り
で
あ
る
〔
川
村
二
〇
〇
八
〕。

　

そ
こ
で
彼
は
、「
麦
屋
節
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
批
判
を
加
え
る
一
方
で
、
由
緒

来
歴
が
古
文
献
に
収
載
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、「「
こ
き
り
こ
唄
」
の
右
に
出
る
も
の

が
な
い
」〔
黒
坂
一
九
八
六　

三
九
〕
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、「
こ
の
民
謡

が
幼
少
年
た
ち
を
は
じ
め
、
国
民
大
衆
に
好
ま
れ
る
の
は
、
歌
詞
と
リ
ズ
ム
、
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
、詩
曲
一
体
の
表
現
に
徹
し
て
い
る
か
ら
と
思
う
」〔
黒

坂
一
九
八
六　

四
二
〕
と
そ
の
完
成
度
を
賞
賛
し
て
い
る
。
彼
は
高
桑
を
「
五
箇
山

研
究
の
第
一
人
者
」
と
記
し
、
彼
の
言
葉
を
借
り
つ
つ
、
麦
屋
節
を
批
判
し
て
い
た

こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
彼
が
五
箇
山
民
謡
の
調
査
を
行
い
、
採
譜
を

実
施
し
た
際
に
も
、
少
な
く
か
ら
ず
高
桑
の
協
力
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
威
づ
け
の
相
互
依
存
に
よ
る
言
説
の
再
生
産
に
よ
っ
て
も
、
民
謡
の

真
正
性
は
補
強
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
民
謡
を
巡
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
好
意
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
ば
か

り
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
「
こ
き
り
こ
」
に
つ
い
て
は
、「
麦
屋
節
」
ほ
ど
そ
の

来
歴
を
批
判
す
る
言
説
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
再
創
造
さ
れ
た
「
こ
き
り
こ
」

に
つ
い
て
、
町
田
自
身
が
洩
ら
し
た
「
モ
ダ
ン
な
感
じ
」
と
い
う
言
葉
は
、
偽
ら
ざ

る
感
想
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
町
田
の
推
挙
に
よ
っ
て
出
演
し
た
「
第
四
回
全
国
郷
土
芸
能
大
会
」
の
解
説

に
も
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
田
正
次
は
こ
の
な
か

で
、
こ
の
「
こ
き
り
こ
」
と
「
麦
屋
節
」
を
な
ら
べ
て
、「
五
ヶ
山
中
の
麦
屋
節
や

こ
き
り
こ
は
風
流
歌
舞
伎
の
一
流
」〔
日
本
青
年
会
館
編
一
九
五
三　

三
〕
と
だ
け
記

し
て
い
た
。
同
じ
回
に
出
場
し
た
「
千
葉
の
鬼
来
迎
」
を
「
伎
楽
」
の
系
譜
を
辿
れ

る
も
の
と
い
う
説
明
を
ほ
ど
こ
し
、「
信
濃
の
雪
祭
り
」
が
「
延
年
」
に
端
を
発
す

る
と
、
各
々
の
歴
史
的
背
景
を
語
る
の
に
比
べ
て
、
実
に
素
っ
気
な
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
し
か
も
そ
こ
で
の
評
価
は
、「
風
流
歌
舞
伎
」
と
い
う
位
置
づ
け
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
桑
た
ち
地
元
の
保
存
会
が
主
張
す
る
「
田
楽
」
や
「
神
楽
」

の
系
譜
か
ら
は
明
ら
か
に
か
け
離
れ
て
い
る
。
評
価
自
体
も
、
高
桑
が
あ
れ
ほ
ど
に

差
異
化
を
試
み
た
「
麦
屋
節
」
と
取
り
混
ぜ
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
風
流
」と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
民
俗
芸
能
は
数
多
く
、

な
か
に
は
中
世
に
起
源
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、「
風
流
歌

舞
伎
」
と
い
う
表
現
に
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
芸
能
が
、
近
世
以
後
の
復
古
的
な

視
座
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
暗
に
指
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
こ
き
り
こ
」
や
保
存
会
の
活
動
を
よ
り
積
極
的
に
批
判
す
る
研
究
者

も
い
た
。
次
の
言
説
か
ら
は
、
歴
史
を
忠
実
に
再
現
し
た
は
ず
の
「
こ
き
り
こ
」
も

ま
た
、「
麦
屋
節
」
と
同
じ
く
作
為
の
産
物
と
し
て
否
定
的
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
こ
の
た
び
国
際
芸
術
家
セ
ン
タ
ー
の
依
頼
で
、
新
潟
・
富
山
・
岐
阜
を

廻
っ
た
際
も
、
土
地
に
お
け
る
変
貌
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
富
山
県
五
ヶ
山
平
村
に

「
こ
き
り
こ
踊
」
と
「
麦
屋
節
」
を
み
た
が
、
も
っ
と
も
山
間
の
素
朴
な
と
こ

ろ
ほ
ど
、
生
活
を
遊
離
し
て
い
る
の
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
ち
ょ
う

ど
も
っ
と
も
原
始
的
生
活
を
し
て
い
る
と
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
が
、
い
ち
ば
ん
観
光

に
結
び
つ
き
易
い
よ
う
に
、
日
本
の
古
代
生
活
を
残
さ
れ
て
い
る
五
ヶ
山
の
合

掌
造
り
が
、
客
取
り
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
、
安
易
な
見
世
物
生
活
を
送
ろ
う

と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。

　
「
こ
き
り
こ
踊
」
は
今
日
で
は
す
で
に
庶
民
の
も
の
で
な
く
、
小
中
学
校
で
、

教
課
と
し
て
取
り
入
れ
て
お
り
、し
か
も
舞
台
演
出
ま
で
し
て
あ
っ
て
、「
田
楽
」

な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
歴
史
附
図
か
ら
抜
け
出
し
た
よ
う
な
扮
装
を
し
て
お
り
、

生
き
た
民
族
博
物
館
め
い
て
い
る
の
は
ガ
ッ
カ
リ
し
た
。
そ
し
て
先
生
の
歴
史
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的
解
釈
の
つ
く
子
供
ら
の
唄
は
、唱
歌
調
な
の
で
あ
る
。「
麦
屋
節
」に
し
て
も
、

い
ま
は
保
存
会
の
連
中
が
、
観
光
用
に
し
て
い
る
ら
し
く
、
旅
館
の
主
人
を
は

じ
め
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
そ
の
由
来
を
前
口
上
に
述
べ
て
か
ら
か
か
る
の
で
あ

る
〔
郡
司
一
九
六
三
ｂ　

二
七
〕

　

こ
れ
は
、
芸
能
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
郡
司
正
勝
が
、
五
箇
山
民
謡
を
実

地
で
見
た
感
想
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
五
箇
山
の
民
謡
は
、
観
光

の
た
め
に
堕
落
し
た
「
見
世
物
生
活
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
も
は
や
「
庶
民
の
も
の
」
で
は
な
く
、
学
校
の
「
教
課
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
か
「
先
生
の
歴
史
的
解
釈
の
つ
く
子
供
ら
の
唄
は
、
唱
歌
調
」
で
あ

る
と
い
う
。
結
果
と
し
て
、
披
露
さ
れ
た
「
こ
き
り
こ
」
は
、「
そ
の
ま
ま
歴
史
附

図
か
ら
抜
け
出
し
た
よ
う
な
扮
装
」
で
郡
司
を
「
ガ
ッ
カ
リ
」
さ
せ
た
。
こ
こ
で
登

場
す
る
学
校
の
先
生
が
、高
桑
自
身
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

郡
司
の
眼
差
し
は
、
当
時
の
高
桑
た
ち
の
民
謡
を
巡
る
実
践
の
諸
相
を
ほ
ぼ
全
て
否

定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
こ
き
り
こ
」
を
歌
う
「
子
供
ら
の

唄
は
、
唱
歌
調
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
教
授
の
過
程
で
の
歌
唱
法
を
指
す
も
の
か
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
そ
の
も
の
を
指
す
の
か
も
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仮
に
後
者
な
ら
町

田
が
洩
ら
し
た
感
想
が
、残
響
の
よ
う
に
響
き
わ
た
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。郡
司
に
と
っ

て
も
「
こ
き
り
こ
」
の
「
節
は
モ
ダ
ン
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
郡
司
の
視
点
に
は
、
い
く
つ
か
の
致
命
的
な
問
題
点
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
何
よ
り
も
彼
の
視
点
に
は
、
民
謡
や
民
俗
芸

能
に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
な
視
点
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
彼

は
、「
民
俗
芸
能
は
、
伝
統
と
い
う
点
が
な
に
よ
り
の
生
命
」〔
郡
司
一
九
六
三
ａ 　

四
四
〕
で
あ
る
と
語
り
、
そ
れ
ら
が
都
市
的
な
舞
台
芸
術
へ
と
安
易
に
変
換
さ
れ
る

こ
と
に
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
眼
前
に
見
た
と
感
じ
る
民
謡
の
観

光
化
や
舞
台
化
は
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
地
域
振
興
の
資
源
で
あ
り
、
自
ら
の

文
化
を
表
象
す
る
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
を
し
て
「
原
始
的
生
活
」
と
い
っ

た
フ
レ
ー
ズ
が
、
当
時
の
学
問
状
況
に
お
い
て
は
仕
方
の
な
い
発
言
で
あ
る
と
し
て

も
、
同
時
代
の
地
域
の
動
態
を
等
閑
視
し
な
が
ら
│
│
他
方
で
、「
国
際
芸
術
家
セ

ン
タ
ー
の
依
頼
」
と
い
う
近
代
的
な
制
度
の
も
と
に
鑑
賞
し
て
い
る
自
ら
の
立
場
性

に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
ず
に
│
│
「
伝
統
性
」
の
保
持
だ
け
を
強
制
す
る
言
説
を
、

そ
の
ま
ま
許
容
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
民
謡
へ
の
批
判
は
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
徐
々
に
収

束
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
こ
き
り
こ
」
は
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的

な
意
見
は
聞
き
流
し
つ
つ
、
自
ら
の
歴
史
的
系
譜
に
つ
い
て
の
先
鋭
的
な
言
説
に
つ

い
て
も
、
一
定
の
妥
協
点
を
探
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
今
日
の
五
箇
山
で
は
、
平

家
落
人
説
と
南
朝
遺
臣
説
は
、
併
用
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
真
偽
に
踏

み
込
ん
だ
言
説
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
な
教
科
書
へ
の
採
用
や
、
多
く
の
国
際
的
な
催
し
へ
の
参

加
は
、
こ
の
民
謡
の
内
外
で
の
評
価
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
い
っ
た
。
今
日
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、「
こ
き
り
こ
」
を
日
本
一
古
い
民
謡
と
し
て
紹
介
す
る

サ
イ
ト
や
ブ
ロ
グ
も
数
多
い
。
そ
の
言
説
の
奔
流
に
、
も
は
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
権

威
や
真
正
性
に
対
す
る
疑
義
も
あ
ま
り
意
味
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
研
究

者
や
彼
ら
が
関
与
す
る
諸
制
度
も
、
こ
の
民
謡
を
全
国
へ
と
飛
翔
さ
せ
る
こ
と
に
少

な
か
ら
ず
貢
献
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
妥
協
点
の
産
物
が
、
次
の
よ
う
な
語
り
で

あ
る
。

　

一
度
聞
け
ば
、
心
が
は
ず
み
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
メ
ロ
デ
ィ
が
口
を
つ
い
て

出
る
。
ほ
ん
と
、
こ
き
り
こ
唄
は
、
澄
み
切
っ
て
、
明
る
く
、
お
お
ら
か
で
、

だ
れ
も
が
歌
い
た
く
な
る
名
曲
で
す
。
学
校
の
音
楽
教
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

の
も
、
当
然
で
す
。

　

で
も
、
こ
の
歌
が
全
国
の
愛
唱
歌
に
な
る
ま
で
に
は
、
育
て
た
方
々
の
苦
労

が
大
変
だ
っ
た
と
推
察
し
ま
す
。
歌
は
、
一
回
種
を
播
け
ば
勝
手
に
伸
び
る
と

い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歌
い
継
ぐ
人
の
情
熱
と
天
塩
に
か
け
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る
努
力
の
有
無
が
歌
の
生
死
を
決
め
る
の
で
す
。（
中
略
）

　

踊
り
の
振
付
け
の
変
遷
は
よ
く
承
知
し
ま
せ
ん
が
、
女
性
が
コ
キ
リ
コ
竹
、

男
性
が
ビ
ン
ザ
サ
ラ
の
対
照
の
妙
が
光
り
ま
す
。
装
束
に
も
変
遷
が
あ
り
、
平

家
伝
説
を
連
想
さ
せ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
が
い
つ
も
働
い
て
い
た
か
と
想
像
し
ま

す
。
そ
う
し
て
、
刻
々
の
く
ふ
う
・
努
力
が
重
な
っ
て
の
、
こ
ん
に
ち
こ
き
り

こ
唄
の
隆
盛
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
嬉
し
い
の
は
、
白
山
宮
氏
子
中
心
だ
っ
た

歌
・
踊
り
を
県
立
平
高
校
の
生
徒
た
ち
に
伝
授
し
、
ま
な
ん
だ
高
校
生
が
全
国

高
校
総
合
文
化
祭
で
受
賞
を
何
度
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
新
世
紀
を
に

ら
ん
だ
保
存
会
活
動
の
み
ご
と
さ
に
拍
手
を
贈
り
ま
す
〔
越
中
五
箇
山
筑
子
唄

保
存
会
編
二
〇
〇
一　

四
〕。

　
「
す
ば
ら
し
い
保
存
会
活
動
」
と
題
さ
れ
た
祝
辞
は
、
当
時
、「
財
団
法
人
日
本
民

族
芸
能
国
際
交
流
協
会
」の
理
事
長
を
務
め
て
い
た
三
隅
治
雄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

何
度
か
引
用
し
て
き
た
保
存
会
の
五
〇
周
年
を
祝
し
た
一
文
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に

批
判
的
な
文
言
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
三
隅
は
往
年
の

郡
司
と
は
異
な
り
、「
こ
き
り
こ
」
の
歌
の
響
き
を
「
澄
み
切
っ
て
、
明
る
く
、
お

お
ら
か
で
、
だ
れ
も
が
歌
い
た
く
な
る
名
曲
」
と
評
す
る
。
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い

た
学
校
で
の
民
謡
の
教
授
も
、「
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
で
受
賞
を
何
度
も
果
た
し

て
い
る
」
こ
と
を
手
放
し
で
賞
賛
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
興
味
深
い
こ
と
に
踊
り
に
つ
い
て
だ
け
は
、「
振
付
け
の
変
遷
は
よ
く
承

知
し
ま
せ
ん
」
と
断
っ
た
う
え
で
、
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
平
家
伝
説
を

連
想
さ
せ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
そ
の
歴
史
的
な
推
移
や
変
遷
の

可
否
を
棚
上
げ
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
態
度
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
三
隅
は
、
折
口

信
夫
や
西
角
井
正
慶
に
師
事
し
た
民
俗
芸
能
研
究
者
と
し
て
の
視
線
を
忍
ば
せ
つ

つ
、
財
団
法
人
の
理
事
長
と
し
て
の
政
治
的
な
言
説
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、「
こ
き
り
こ
」
は
、
近
代
の
時
空
に
「
復
興
」
さ
れ
、
大
き
く
展
開

し
て
き
た
。
そ
の
歴
史
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
膨
大
な
言
説
や
、
そ
れ
と
併
行
し
て
再

構
成
さ
れ
た
歌
詞
、創
造
さ
れ
た
踊
り
は
、「
こ
き
り
こ
」
を
し
て
五
箇
山
を
、い
や
、

日
本
を
代
表
す
る
民
謡
に
飛
翔
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
概
観
し
た
「
こ
き
り
こ
」
の
再
発
見
に
は
、
実
に
多
く
の
問
題
点
が
内

包
さ
れ
て
い
る
。
民
俗
文
化
に
お
け
る
「
文
字
」
と
「
声
」
の
問
題
、
研
究
者
と
地

域
社
会
と
の
知
識
や
情
報
の
相
補
性
の
問
題
、
地
域
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト

の
立
場
性
の
問
題
、「
歴
史
」
の
認
識
を
巡
る
問
題
な
ど
、
到
底
、
こ
こ
で
議
論
を

し
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
一
つ
だ
け
言
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
の
民
謡
や
民
俗
芸
能
に
お
い
て
、
大
な
り
小
な
り
見
出
せ
る
問

題
で
あ
り
、「
こ
き
り
こ
」
を
特
殊
な
事
例
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
ら
は
、「
伝
統
の
創
出
」
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
い

う
テ
ー
マ
の
も
と
に
提
起
さ
れ
て
き
た
課
題
と
も
連
関
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

重
要
な
点
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
以
後
の
民
俗
文
化
の
創
出
過
程
の
一
端
と
し
て
、

当
の
民
俗
学
的
な
視
座
が
挿
入
さ
れ
、
相
乗
的
な
運
動
と
し
て
展
開
し
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
研
究
者
の
視
点
と
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
外
部
か
ら
民
俗
を
捕
捉
し
、
対
象

化
す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。我
々
は
、地
域
と
の
間
主
観
的
な
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ

ク
ン
を
実
践
し
、
自
ら
の
言
説
が
流
用
さ
れ
る
現
場
の
な
か
で
、
そ
の
動
態
に
向
か

い
あ
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

註（
1
）　

昭
和
八
年
と
い
う
数
字
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
後
の
記
述
で
あ
る
が
、
一
九
五
四
年
に
記
さ

れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、
昭
和
九
年
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）　

テ
ク
ス
ト
に
は
「
サ
サ
ラ
は
帳
台
の
棚
に
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
歌
詞
で
は
、

「
さ
さ
ら
は
窓
の
元
に
あ
る
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
別
の
イ
ン
フ
ァ
ー
マ
ン
ト
か

ら
の
バ
リ
ア
ン
ト
に
よ
る
も
の
か
、
保
存
会
で
継
承
さ
れ
て
い
く
な
か
で
の
微
修
正
な
の
か
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八
）
年
に
大
谷
大
学
の
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
し
、
大
谷
大
学
国
史
学
研
究
室
副
手
を
経
て
、

西
勝
寺
住
職
と
な
る
。
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
は
、
越
飛
文
化
研
究
会
を
創
立
し
、
雑

誌
『
越
飛
文
化
』
を
主
宰
し
て
郷
土
史
や
民
俗
学
、
考
古
学
関
係
の
論
文
、
資
料
紹
介
を
数
多

く
執
筆
し
て
い
る
。

参
考
文
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子
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こ
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そ
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史
ほ
か
』越
中
五
箇
山
筑

子
唄
保
存
会

川
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暦
記
念
論
集
刊
行
会
編『
日
本
文
化
の
人
類
学
／
異
文
化
の
民
俗
学
』二
二
三

│
二
四
四

黒
坂　

富
治　

一
九
七
九『
富
山
県
の
民
謡
』　

北
国
新
聞
社

　
　
　
　
　
　

一
九
八
六「
五
箇
山
民
謡「
麦
や
節
」の
平
家
の
落
人
説
に
つ
い
て
」『
日
本
歌
謡
研
究
』

二
五
、三
七
│
四
三

郡
司　

正
勝　

一
九
六
三
ａ「
郷
土
芸
能
の
曲
り
が
角
」『
芸
能
史
研
究
』一
、四
四

　
　
　
　
　
　

一
九
六
三
ｂ「
夏
の
民
俗
芸
能
」『
芸
能
史
研
究
』三
、二
七

平
村
史
編
纂
委
員
会
編　

一
九
八
三『
越
中
五
箇
山
平
村
史（
下
）』平
村
役
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
八
五『
越
中
五
箇
山
平
村
史（
上
）』平
村
役
場

高
桑
敬
親
、
小
寺
廉
吉　

一
九
四
三「
越
中
五
箇
山
の
民
謠（
一
）」『
ひ
だ
び
と
』一
一
四
、一
〇
│
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
四
ａ「
越
中
五
箇
山
の
民
謠（
二
）」『
ひ
だ
び
と
』一
一
五
、六
│
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
四
ｂ「
越
中
五
箇
山
の
民
謠（
三
）」『
ひ
だ
び
と
』一
一
六
、一
│
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
四
ｃ「
越
中
五
箇
山
の
民
謠（
四
）」『
ひ
だ
び
と
』一
一
七
、一
七
│
二

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
四
ｄ「
越
中
五
箇
山
の
民
謠（
五
）」『
ひ
だ
び
と
』一
一
八
、二
一
│
二

三

高
桑　

敬
親　

一
九
三
七
ａ　
「
五
箇
山
の
民
謡（
一
）」『
越
中
郷
土
研
究
』一（
七
）、二
│
五
越
中
郷

土
研
究
会
編

　
　
　
　
　
　

一
九
三
七
ｂ　
「
五
箇
山
の
民
謡（
二
）」『
越
中
郷
土
研
究
』一（
八
）、一
三
│
一
六
越

中
郷
土
研
究
会
編

　
　
　
　
　
　

一
九
三
七
ｃ　
「
五
箇
山
の
民
謡（
三
）」『
越
中
郷
土
研
究
』一（
九
）、九
│
一
五
越
中

郷
土
研
究
会
編

　
　
　
　
　
　

一
九
四
九　

　
「
五
箇
山
民
謡
之
研
究
」謄
写
版

　
　
　
　
　
　

一
九
五
四　

　
『
五
箇
山
の
民
謡
』謄
写
版

　
　
　
　
　
　

一
九
六
三　

　
『
五
箇
山
筑
子
唄
解
説
』謄
写
版

　
　
　
　
　
　

一
九
六
六　

　
『
田
楽
筑
子
唄
起
源
と
考
察
』謄
写
版

は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
3
）　

高
桑
は
、
コ
キ
リ
コ
に
関
連
し
て
次
の
六
つ
の
踊
り
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

1　

神
楽
舞
、
昭
和
三
十
三
年
五
月
国
宝
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
白
山
宮
の
神
事
舞
で
あ

る
（
越
の
下
草
）

　
　

2　

奉
納
筑
子
踊
、
小
切
手
竹
に
幣
紙
を
付
け
て
持
ち
、
頭
に
石
帯
を
結
び
て
鉢
巻
を
し
て
神

前
に
踊
る

　
　

3　

放
下
僧
の
編
木
子
踊　

獅
子
舞
や
サ
サ
ラ
で
諸
々
の
悪
魔
を
祓
う

　
　

4　

筑
子
扇
子
踊

　
　

5　

筑
子
盆
踊　

本
歌
は
歌
踊
共
に
素
朴
純
真
な
中
に
明
朗
雄
大
な
気
韻
を
含
み
、
為
に
盆
踊

は
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
と
し
て
富
山
県
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
の
推
奨
に
な
る
も
の
で
あ

る
。

　
　

6　

編
竹
踊　

編
竹
を
持
ち
口
上
に
合
せ
て
踊
る
〔
高
桑
一
九
七
三　

四
〕。

　
　
　
　

た
だ
し
、
最
初
の
「
神
楽
」
は
、
次
節
で
紹
介
す
る
「
ま
い
ま
い
」
に
端
を
発
す
る
神
楽

舞
の
こ
と
で
あ
り
、「
こ
き
り
こ
」
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
記
し
た
「
神
楽
」

か
「
田
楽
」
な
の
か
、
と
い
う
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
整
合
性
の
問
題
、
保
存
会
と
し
て
継
承

し
て
い
る
二
つ
の
民
謡
と
い
う
こ
と
で
、
重
複
し
た
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
4
）　

こ
の
「
直
垂
括
袴
」
や
「
綾
藺
笠
」
の
衣
装
の
「
起
源
」
は
、『
太
平
記
』
を
典
拠
と
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
高
桑
は
一
九
四
九
年
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
す
で
に
『
太
平
記
』
二
七

巻
か
ら
、
京
都
の
四
条
橋
で
お
こ
な
わ
れ
た
田
楽
の
風
景
と
し
て
「
清
ら
か
な
る
法
師
八
人
薄

化
粧
の
鐡
漿
黒
に
て
色
々
の
花
鳥
を
織
り
盡
し
染
め
狂
は
し
た
る
水
干
に
銀
の
乱
紋
打
っ
た

る
下
濃
の
袴
に
下
括
り
し
て
拍
子
を
打
ち
綾
藺
笠
を
傾
け
西
の
楽
屋
よ
り
き
ら
め
き
渡
つ
て

出
で
た
る
は
誠
に
由
々
敷
ぞ
見
え
た
り
け
る
」〔
高
桑
一
九
四
九　

一
二
〕
と
い
う
箇
所
を
引

用
し
て
い
る
。

（
5
）　

こ
の
時
期
に
「
こ
き
り
こ
」
踊
り
が
登
場
し
た
こ
と
が
『
城
端
時
報
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い

る
。

（
6
）　

正
木
隆
次
郎
は
高
岡
高
等
商
業
学
校
の
講
師
で
あ
り
、
小
寺
廉
吉
の
同
僚
で
あ
っ
た
。
売
薬

史
ノ
編
纂
な
ど
を
お
こ
な
う
一
方
で
、
小
寺
と
と
も
に
五
箇
山
の
山
村
研
究
に
も
携
わ
り
、「
五

箇
山
の
住
の
研
究
」
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

（
7
）　

こ
こ
で
、
重
要
な
点
は
、
民
謡
に
つ
い
て
の
言
説
が
、「
伝
説
」
か
ら
「
歴
史
」
へ
と
シ
フ

ト
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
ぐ
に
確
認
し
て
お
く
が
、
こ
こ
で
の
「
伝
説
」
と
「
歴

史
」
は
、
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
地
域
内
か
ら
の
発
信
者
に
と
っ
て

は
、
外
部
の
文
字
資
料
を
傍
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
「
歴
史
」
は
、
む
し
ろ
、
そ

の
真
正
性
を
補
強
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
民
俗
学
者
や
人

類
学
者
が
夢
想
す
る
地
域
の
内
部
に
あ
る
独
自
の
論
理
、
ロ
ー
カ
ル
ナ
レ
ッ
ジ
と
い
っ
た
も
の

が
、
実
質
的
に
は
無
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
8
）　

米
沢
康
は
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
利
賀
村
の
坂
上
に
生
ま
れ
た
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
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一
九
七
三　

　
『
五
箇
山
の
民
謡
』五
箇
山
観
光
協
会

　
　
　
　
　
　

一
九
八
七（
一
九
七
〇
）『
筑
子
の
起
原
考
』越
中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会

　
　
　
　
　
　

一
九
九
六（
一
九
三
九
）『
民
俗
学
的
・
土
俗
学
的
に
み
た
五
箇
山
方
言
』近
畿
方
言
研

究
会

日
本
青
年
会
館
編　

一
九
五
三　
「
第
四
回
選
定
無
形
文
化
財
郷
土
芸
能
」日
本
青
年
会
館

日
本
放
送
協
会
編　

一
九
五
五　
『
日
本
民
謡
大
観　

中
部
篇（
北
陸
地
方
）』日
本
放
送
出
版
協
会

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編　

一
九
七
四　
『
日
本
随
筆
大
成
』第
二
期
一
八
巻「
奇
談　

北
国
巡
杖
記
」

（
鳥
翠
台
北
茎
、一
八
〇
六
）、吉
川
弘
文
館

林
秀　

夫
編　

一
九
八
〇　
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』一
八「
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
」（
僧
了
貞
、一
八
〇

三
）　

角
川
書
店

本
田　

安
次　

一
九
五
三「
今
年
の
郷
土
芸
能
」『
第
四
回
選
定
無
形
文
化
財
郷
土
芸
能
』三

米
沢　

安
立　

一
九
一
三　
「
コ
ツ
キ
リ
コ
の
竹
」『
郷
土
研
究
』一
│
三
、一
五
三
│
一
五
四

　
　
　
　
　
　

一
九
五
四「
五
箇
山
民
謠
覺
書
」『
越
飛
文
化
』一
、一
〇
│
一
四

 

（
札
幌
大
学
文
化
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

 

（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
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This article discusses “kokiriko” as a case example of a “folk song” generated in a local community in modern 

Japan. The “folk song” treated here is not a field of oral tradition inherited from the pre-modern period. “Kokiriko” 

is a folk song inherited in Gokayama, Toyama. It died out after the modern period, but was rediscovered after the 

war. Then, the form of lyrics and dance were arranged for this folk song by local society for conservation, and 

became popular gradually by appearing in many events. In other words, “kokiriko” clearly has an aspect of 

“creation of tradition,” or a folkloric aspect.

However, we should pay attention here to the human resources, written and oral materials, and various media 

networks used in the process of such a "creation." This article investigates the discourse given to this “folk song,” 

and its complication and separation in the above modern systems to consider the modernization of a "folk song."

In the following, this article considers the written materials of early modern topography that existed as a 

background or a resource of the formation of a folk song, and local historians who tried to reinterpret them to 

construct the local “history.” Next, it attempts to clarify the competitive aspect among regions over the symbolic 

capital of “folk song” generated in the process from the rediscovery to the creation. It is paradoxical, but through 

such competition, the discourse about the dance, the lyrics, and the origin of “kokiriko” has acquired consistent 

characteristics of history and story. Based on the above, this article examines the viewpoint of researchers in the 

center who agreed with the claim from the local side or local historians, and also the nationwide movement to 

promote the revival of folk songs, which developed while involving both parties.

Key words: Folk song, modernization, local historian, competition, dengaku 

Formation of Folk Songs in Modern Period：Focusing on “Kokiriko” in Gokayama, 
Toyama
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