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《
研
究
ノ
ー
ト
》

『
拝
清
歌
謡
集
』
に
つ
い
て

1

宮
　
下

、癌一

二

　
一
七
九
七
年
七
月
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
妹
ド
ロ
シ
ー
と
一

緒
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
南
部
サ
マ
セ
ヅ
ト
シ
ア
の
ク
ォ
ン
ト
ヅ
ク
丘
陵
、

オ
ー
ル
フ
ォ
ッ
ク
ス
デ
ン
に
家
を
借
り
て
住
ん
だ
。
近
く
の
ネ
ザ
ー
・
ス

ト
ウ
イ
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
ニ
ア
イ
ラ
ー
・
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
が
住
ん
で
い
て
、

こ
の
時
か
ら
親
し
い
交
際
が
始
ま
っ
た
。
二
人
の
詩
人
は
ほ
と
ん
ど
毎
日

の
よ
う
に
会
っ
て
話
を
交
わ
し
、
そ
の
対
話
の
な
か
か
ら
『
押
憎
歌
謡
集
』

を
協
カ
し
て
出
版
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ワ
ー
ズ

ワ
ス
は
二
七
歳
、
ド
回
シ
ー
は
二
六
歳
、
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
は
二
五
歳
だ
っ

た
。　

ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
こ
の
時
ま
で
に
深
い
心
労
を
経
験
し
て
い
た
。
一
七
九

一
－
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
旅
で
、
当
時
進
行
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
、

旧
い
体
制
を
打
破
す
る
精
神
に
共
感
し
た
り
、
年
上
の
女
ア
ネ
ッ
ト
・
ブ

ァ
ロ
ン
と
の
恋
愛
で
一
子
を
も
う
け
た
後
帰
国
し
、
革
命
が
恐
怖
政
治
に

移
行
す
る
の
に
失
望
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、
激
し
い
興
奮
か
ら
深
い

挫
折
感
に
陥
っ
て
い
た
。
一
時
は
心
酔
し
た
ゴ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
急
進
的
政

治
思
想
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
彼
の
心
の
動
揺
を
語
っ
て
い

る
。
ク
ォ
ン
ト
ヅ
ク
ス
で
は
、
自
然
の
生
命
の
息
吹
き
に
敏
感
に
反
応
す

る
感
受
性
に
め
ぐ
ま
れ
た
妹
ド
ロ
シ
ー
と
、
文
学
や
哲
学
に
広
く
深
い
知

識
を
も
つ
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
と
の
付
き
合
い
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
身

心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
、
そ
れ
が
新
ら
し
い
詩
の
側
造
的
意
欲
を
か
き
た
て

る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
も
進
歩
的
な
政
治
に
関
心
が
あ

り
、
ロ
パ
ー
ト
・
サ
ウ
ジ
ー
と
協
カ
し
て
パ
ン
テ
ィ
ソ
ク
ラ
シ
ー
な
る
平

等
社
会
を
ア
メ
リ
カ
に
建
設
し
よ
う
と
↓
て
失
敗
す
る
な
ど
、
ワ
ー
ズ
ワ

ス
と
同
じ
く
背
審
の
理
想
の
挫
折
を
味
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
二
人
が
今
ク

ォ
ン
ト
ッ
ク
ス
の
静
か
な
自
然
の
中
で
意
気
投
合
し
た
の
は
偶
然
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
は
後
に
『
文
学
的
自
伝
』
（
一
八
一
七
）
第
一
四
章
の

冒
頭
に
、
『
拝
憎
歌
謡
集
』
出
版
の
計
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て

　
い
る
。

　
　
「
ワ
ー
ズ
ワ
ス
氏
と
私
が
近
く
に
住
ん
で
い
た
最
初
の
年
に
、
わ
れ

　
わ
れ
の
会
話
は
ひ
ん
ぱ
ん
に
詩
の
二
つ
の
基
本
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち

　
自
然
の
実
相
に
忠
実
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
共
感
を
ひ
き
起
こ

　
す
カ
と
、
現
象
の
姿
を
変
え
る
想
像
カ
の
色
づ
け
に
よ
っ
て
新
ら
し
い

興
味
を
与
え
る
カ
の
こ
と
に
及
ん
だ
・
－
・

　
　
こ
う
し
た
考
え
か
ら
『
好
情
歌
謡
築
』
の
計
画
は
始
ま
っ
た
。
そ
し

　
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
同
意
さ
れ
た
。
私
の
努
カ
は
超
自
然
の
、
あ
る

　
い
は
少
な
く
と
も
ロ
マ
ン
チ
ヅ
ク
な
人
物
や
性
楕
に
向
け
ら
れ
る
ぺ
き
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こ
と
－
…
一
方
ワ
ー
ズ
ワ
ス
氏
は
、
日
常
の
物
事
に
新
ら
し
い
魅
カ
を

与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
…
－
こ
と
で
あ
っ
た
L

　
こ
の
詩
集
が
当
時
の
英
詩
壇
に
新
風
を
も
た
ら
し
、
後
に
英
文
挙
史
上

ロ
マ
ン
主
義
復
活
を
告
げ
る
画
期
的
な
記
念
碑
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
詩
集
の
計
画
は
二

人
の
尖
鋭
な
詩
人
が
い
き
な
り
恩
い
立
っ
た
革
新
的
、
挑
戦
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ぱ
、
二
人
が
最
初
に
詩
の
出
版
を
思
い
つ
い
た
動

機
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
兄
妹
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
こ
こ
ろ
み
た
旅
行
の
費
用

を
つ
く
る
た
め
で
あ
っ
た
し
、
．
ξ
ま
邑
σ
昌
邑
、
（
押
憎
的
歌
謡
）
と
い

う
名
称
も
、
「
趣
意
書
」
に
「
実
験
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
、

う
に
、
十
八
世
紀
英
詩
の
主
流
で
あ
っ
た
教
訓
詩
や
風
刺
詩
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
新
古
典
主
義
の
詩
と
は
質
的
に
異
な
っ
た
詩
築
で
あ
る
と
い
う
意
味

は
も
ち
ろ
ん
合
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
七
九
〇
年
代
に
は
、
す
で
に
多

く
の
．
訂
目
邑
、
と
名
づ
け
ら
れ
た
詩
作
品
が
薙
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
て
お

り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
も
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
も
そ
う
い
う
時
代
の
変
化
を
見
き
わ

め
、
当
時
の
読
者
の
好
尚
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
こ
の
詩
集
を
計
画
し
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
初
版
は
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
。
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
は
、
「
老
水
夫
の

歌
」
を
は
じ
め
、
「
育
て
の
母
の
話
」
、
「
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
」
、
「
土
牢
」

の
四
篇
を
寄
稿
し
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
「
白
痴
の
少
年
」
や
「
テ
ィ
ン
タ
ン

僧
院
の
上
流
で
書
い
た
詩
」
な
ど
十
九
篇
を
入
れ
た
。
「
老
水
夫
の
歌
」

は
六
五
八
行
、
集
中
第
一
の
長
篤
で
あ
る
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
作
は
ぺ

ー
ジ
数
に
し
て
全
体
の
約
三
分
の
一
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
八
○
O
年
の
第

二
版
に
は
「
恋
」
一
篤
し
か
寄
稿
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
詩
に
つ
い
て

の
二
人
の
意
見
が
次
第
に
一
致
し
な
く
な
っ
て
き
た
上
に
、
ウ
呈
ジ
ウ
ヅ

ド
家
が
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
に
一
五
〇
ポ
ン
ド
の
年
金
を
贈
与
す
る
こ
と
が
決

ま
り
、
生
活
が
安
定
し
た
彼
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
の
協
カ
に
気
が
す
す
ま

な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

二

　
『
野
惰
歌
謡
集
』
初
版
の
原
稿
を
プ
リ
ス
ト
ル
の
コ
ト
ル
出
版
社
に
預

け
た
後
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
兄
妹
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
、
一
七
九
八
年
九
月
に

ド
ィ
ツ
に
向
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
兄
妹
は
ゴ
ス
ラ
ー
と
い
う

小
さ
い
町
に
住
み
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
初
め
ラ
ッ
ツ
ェ
ブ
ル
ク
に
、
後
に

ゲ
ヅ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
挙
に
移
っ
た
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ド
イ
ツ
哲
学
に
没

頭
で
き
た
ら
し
い
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
兄
妹
は
生
活
費
も
乏
し
く
、
郷
愁
に

か
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
『
拝
情
歌
謡
集
』
第
二
版
第
二
巻

の
「
過
去
百
年
で
最
も
寒
い
日
に
ド
イ
ツ
で
書
い
た
詩
」
な
ど
に
う
か
が

え
る
。
し
か
し
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
こ
の
間
に
『
序
曲
』
第
一
巻
を
は
じ
め
、

ル
ー
シ
ー
詩
篇
そ
の
他
の
名
作
を
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
内
面
的
に
は

充
実
し
た
外
国
生
活
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
兄
妹
は
翌
一
七
九
九
年
四
月
末
に
、
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
は
七

月
に
、
前
後
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
帰
っ
た
。
こ
の
年
十
二
月
に
ワ
ー
ズ
ワ
ス

兄
妹
は
湖
水
地
方
の
グ
ラ
ス
ミ
ア
の
ダ
ヴ
・
コ
テ
ー
ジ
に
移
住
す
る
。
帰

国
し
て
み
る
と
『
打
情
歌
謡
集
』
の
初
版
（
五
〇
〇
部
）
の
売
れ
行
き
は

意
外
に
よ
く
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
早
速
第
二
版
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。

初
版
の
予
想
外
の
充
れ
行
き
に
勢
い
込
ん
だ
彼
が
、
第
二
版
に
つ
い
て
い
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く
つ
か
の
抱
負
と
期
待
を
抱
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
巻
の
詩

篇
を
加
え
て
二
巻
と
す
る
こ
と
、
初
版
の
第
一
巻
は
改
訂
し
、
詩
の
配
列

を
大
幅
に
変
え
る
こ
と
、
短
い
「
趣
意
書
」
に
代
え
て
、
長
文
の
「
序
文
」

を
書
い
て
新
ら
し
い
詩
集
を
世
に
問
う
意
義
を
読
者
に
訴
え
る
こ
と
、
初

版
は
匿
名
出
版
だ
っ
た
の
を
、
第
二
版
は
自
分
の
名
を
著
者
と
し
て
出
す

こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
第
二
版
は
一
八
○
O
年
の
日
付
け
に
な
っ
て
い
る

が
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
〇
一
年
一
月
で
あ
っ
た
。

　
第
二
版
の
第
一
巻
は
、
内
容
的
に
は
「
囚
人
」
を
は
ず
し
て
コ
ウ
ル
リ

ヅ
ジ
の
「
恋
」
を
入
れ
た
ほ
か
初
版
と
変
り
は
な
い
が
、
詩
の
順
序
を
変

え
た
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
彼
の
人
生
襯
、
自
然
観
を
最
も
簡
潔
に
は
っ
き
り

と
打
ち
出
し
て
い
る
「
諌
め
と
答
え
」
と
「
反
論
」
を
巻
頭
に
据
え
、
コ

ウ
ル
リ
ヅ
ジ
の
「
老
水
夫
の
歌
」
は
巻
末
か
ら
二
番
目
、
す
な
わ
ち
「
テ

ィ
ン
タ
ン
僧
院
」
の
前
に
下
ろ
し
た
。
初
版
の
巻
頭
を
飾
っ
た
こ
の
作
品

が
、
彼
自
身
の
詩
風
と
は
か
け
は
な
れ
た
内
容
を
も
ち
、
そ
の
幻
想
的
世

界
が
読
者
に
奇
異
な
感
じ
を
与
え
、
詩
集
の
売
れ
行
き
に
も
不
利
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
題
名
も
、

．
H
ぎ
雲
昌
o
o
－
H
幕
＞
目
2
呂
“
峯
串
ユ
昌
8
、
と
い
う
古
語
を
用
い
た
綴

字
を
や
め
、
．
H
冨
＞
昌
庁
鼻
峯
彗
一
冨
H
．
と
変
え
、
．
＞
巾
o
g
．
蜆
勾
雲
邑
o
．

（
詩
人
の
幻
想
）
と
い
う
副
題
を
つ
け
た
。
さ
ら
に
こ
の
詩
の
「
奇
妙
な
感

じ
」
（
g
冨
ヨ
o
竈
雪
易
㎜
）
に
つ
い
て
読
者
の
了
解
を
求
め
る
注
を
つ
け
た
。

コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
は
こ
う
し
た
処
置
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
た
ら
し
い
。
（
ワ

ー
ズ
ワ
ス
は
こ
の
処
置
を
行
き
す
ぎ
と
反
省
し
た
ら
し
く
、
一
八
〇
二
年

の
第
三
版
で
は
副
題
と
注
を
削
除
し
た
）

　
第
二
巻
の
詩
は
全
部
で
三
七
篇
、
す
べ
て
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
作
品
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
第
二
版
成
立
の
い
き
さ
つ
を
見
る
と
、
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ

が
不
当
に
扱
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、

「
老
水
夫
の
歌
」
は
彼
の
詩
の
な
か
の
最
高
傑
作
で
あ
り
、
「
ク
リ
ス
タ
ペ

ル
」
や
「
忽
必
烈
汗
」
の
よ
う
な
秀
作
が
未
完
成
に
終
っ
た
こ
と
を
考
え

れ
ぱ
、
「
老
水
夫
の
歌
」
を
見
事
に
完
成
し
た
事
憎
に
は
、
意
志
の
強
い

ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
の
交
際
が
よ
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
こ
の
詩
に
は
、
あ
ほ
う
鳥
を
殺
す
と
い
う

罪
を
犯
し
て
無
気
味
な
幻
影
に
悩
ま
さ
れ
る
老
水
夫
が
、
後
に
海
蛇
を
祝

福
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
精
神
的
に
再
生
す
る
と
い
う
、
人
間
の
生
の
根
源

の
問
魑
が
生
き
生
き
し
た
戦
懐
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一一一

　
第
一
巻
、
第
二
巻
を
通
じ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
作
品
も
内
容
、
形
式
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
，
オ
ル
・
．
＾
ヲ
ツ
チ

も
に
変
化
に
窟
ん
で
い
る
。
『
行
憎
歌
謡
集
』
と
い
う
題
名
で
は
あ
る
が
、

近
代
に
お
け
る
バ
ラ
ヅ
ド
を
簡
潔
に
定
義
す
れ
ぱ
、
「
昆
間
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
生
き
生
き
し
た
物
語
を
短
い
節
に
分
け
て
書
い
た
詩
」
（
O
・
E
・

D
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
第
一
巻
で
本
来
の
意
味
の
バ
ラ
ッ
ド
に

当
る
も
の
は
「
グ
デ
ィ
・
プ
レ
イ
ク
と
ハ
リ
ー
・
ギ
ル
」
、
「
茨
」
、
「
白
痴

の
少
年
」
の
三
篇
だ
け
で
、
少
し
範
囲
を
広
げ
れ
ぱ
「
わ
た
し
た
ち
は
七

人
」
、
「
サ
イ
モ
ン
・
リ
ー
」
、
「
最
後
の
羊
」
な
ど
が
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
数

え
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
「
諌
め
と
答
え
」
、
や
「
早
潜
に
書
い
た
詩
」
な

ど
は
拝
憎
的
小
曲
で
あ
り
、
「
テ
ィ
ン
タ
ン
僧
院
」
の
よ
う
な
瞑
想
詩
も

パ
ラ
ヅ
ド
で
は
な
い
。
初
版
詩
築
の
原
題
は
「
押
憎
的
歌
謡
お
よ
ぴ
そ
の

他
の
詩
」
（
■
ミ
㌻
ミ
～
亀
§
膏
ミ
§
s
、
§
o
§
ミ
、
o
§
由
）
と
な
っ
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て
い
る
加
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
は
「
そ
の
他
の
詩
」
の
な
か
に
入
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
事
惜
は
第
二
巻
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
「
序
文
」
に
お
い
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
、
「
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
私
が

く
わ
だ
て
た
主
要
な
目
的
は
、
日
常
生
活
の
出
来
事
の
な
か
に
…
…
人
間

性
の
根
源
的
な
法
則
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
を
興
味
深

い
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
「
卑
し
い
閏
舎
の

生
活
」
を
魍
材
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
「
…
－
そ
う
い
う
環
境
に
お
い
て

こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
感
情
は
い
っ
そ
う
素
朴
な
状
態
で
存
在
す

る
た
め
に
、
い
っ
そ
う
正
確
に
観
察
さ
れ
、
い
っ
そ
う
カ
強
く
伝
達
さ
れ

う
る
か
ら
で
あ
る
－
－
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
舎
の
人
ぴ
と
の

言
葉
を
も
採
用
し
た
の
は
、
「
こ
の
人
ぴ
と
が
、
最
善
の
言
葉
が
派
生
す

。
る
み
な
も
と
で
あ
る
最
善
の
事
物
（
白
然
）
と
常
に
交
わ
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
に
は
い
く
つ
か
不
明
確
な
点
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は

後
に
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
『
文
学
的
自
伝
』
で
詳
細
な
批
評
を
加
え
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
集
の
な
か
の
大
部
分
の
詩
は
、
右
の
よ
う
な

目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
第
一
巻
に
お
い
て
は
「
白
痴
の
少
年
」
を
、
第
二
巻
に

お
い
て
は
「
マ
イ
ケ
ル
」
を
、
最
も
璽
要
な
作
品
だ
と
考
え
て
い
た
。
「
白

痴
」
と
い
う
題
材
が
不
愉
快
だ
、
と
い
う
手
紙
を
よ
こ
し
た
読
者
に
対
し

て
、
「
白
痴
の
人
生
は
神
と
と
も
に
眼
に
見
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
泄
界

の
い
く
つ
か
の
地
域
に
お
い
て
は
、
白
痴
を
崇
拝
す
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
、

と
諭
し
て
い
る
。
月
夜
の
一
晩
を
小
馬
に
乗
っ
て
旅
す
る
白
痴
の
少
年
と
、

彼
を
追
う
母
親
の
愛
憎
に
み
ち
た
姿
に
、
「
人
間
性
の
根
源
的
な
法
則
」

を
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
マ
イ
ケ
ル
」
に
つ
い
て
は
、
「
人
間
の
心
に

あ
る
二
つ
の
最
も
強
い
愛
憎
、
親
の
愛
と
土
地
と
い
う
財
産
へ
の
愛
漕
に

よ
っ
て
生
き
る
男
の
婆
を
描
き
た
か
っ
た
」
と
作
者
は
述
べ
て
い
る
。

　
第
二
版
の
「
序
文
」
は
約
四
〇
ぺ
ー
ジ
、
語
数
に
し
て
約
六
〇
〇
〇
語

に
の
ぽ
る
回
し
か
も
文
体
は
「
囲
舎
の
人
び
と
が
実
際
に
用
い
る
言
葉
」

と
は
打
っ
て
変
っ
て
、
ジ
目
ン
ソ
ン
調
と
も
い
え
る
高
踏
的
文
体
で
あ
る
。

明
ら
か
に
困
舎
の
人
ぴ
と
で
な
く
、
当
時
の
文
壇
の
有
識
者
た
ち
に
対
す

る
革
新
的
、
挑
戦
的
意
図
が
読
み
と
れ
る
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
主
張
を
具
体
的
に
言
え
ぱ
、
従
来
の
詩
の
魑
材
が
、
主

と
し
て
王
候
、
貴
族
、
上
流
階
級
や
そ
の
生
活
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
田
舎
の
貧
し
い
人
ぴ
と
や
乞
食
や
子
供
、
さ
ら
に
は
し
い
た
げ
ら

れ
た
女
、
と
い
っ
た
人
ぴ
と
を
敢
え
て
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
形
式
の
面
で
は
、
ポ
ー
プ
が
完
成
し
た
ヒ
ロ
イ
ク
・
カ

プ
レ
ヅ
ト
を
や
め
て
バ
ラ
ヅ
ド
の
よ
う
な
素
朴
な
形
式
を
用
い
、
詩
語
や

擬
人
法
を
排
し
、
要
す
る
に
文
語
で
は
な
く
口
語
に
よ
っ
て
詩
を
書
く
こ

と
を
拠
唱
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
作
品
が
、
必
ら
ず
し
も
彼
の
言
う
「
田
舎
の
人
び
と
が

、
実
際
に
用
い
る
言
葉
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
後
に
コ
ウ

ル
リ
ッ
ジ
が
『
文
学
的
自
伝
』
（
第
十
七
章
）
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
革
新
者
と
し
て
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
立
場
と
後
世
へ
の
影
響
を
考
慮
に

入
れ
る
な
ら
ぱ
、
や
は
り
こ
の
「
序
文
」
の
主
張
と
彼
の
詩
篇
は
、
英
詩

改
革
の
役
割
を
十
分
果
し
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
竈

　
こ
う
し
た
文
挙
上
の
革
新
運
動
が
、
ル
ソ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
た
十

八
世
紀
中
葉
以
来
の
思
想
の
変
化
、
工
業
化
に
よ
る
生
活
環
境
の
変
動
、
と
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り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
や
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
自
身
が
目
撃
し
た
フ
ラ

ン
ス
革
命
と
い
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
台
頭
を
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
こ

と
は
い
、
プ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
社
会
の
変
動
や
そ
こ
か
ら
生
れ
た
読
者
層

の
変
化
が
、
良
心
的
な
詩
人
に
、
真
の
詩
と
は
何
か
、
詩
人
は
社
会
に
何

を
寄
与
す
ぺ
き
か
、
に
つ
い
て
、
深
い
反
省
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
』
叩
坊
ル
．
．
＾
ラ
ソ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
！
　
由
　
ル

　
『
拝
情
歌
謡
築
』
の
「
拝
情
的
」
と
い
う
形
容
も
重
要
で
あ
る
。
ワ
ー

ズ
ワ
ス
は
「
詩
は
力
強
い
憎
感
が
お
の
ず
か
ら
溢
れ
出
し
た
も
の
」
だ
と

言
い
、
ま
た
「
詩
は
静
か
な
気
持
の
と
き
思
い
起
こ
し
た
情
緒
に
発
す

る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
作
晶
に
表
現
さ
れ
て
い
る
憎
感
が

行
為
や
状
況
に
重
要
性
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
や
状
況
が
憎
感
に

重
要
性
を
与
え
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
る
が
・
ワ
ー

ズ
ワ
ス
に
と
っ
て
、
詩
は
、
叙
事
詩
や
劇
詩
の
よ
う
に
、
興
味
深
い
出
来

事
や
人
物
の
性
格
を
叙
述
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
や
人
物
の
脊

後
に
流
れ
る
人
間
の
情
感
な
い
し
憎
緒
を
呈
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
知

性
よ
り
も
感
情
、
理
性
よ
り
も
想
像
カ
が
、
人
間
の
根
源
的
生
命
カ
を
生

き
生
き
と
活
動
せ
し
め
る
原
動
カ
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
十
八
世

紀
ま
で
一
般
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
、
詩
が
高
級
な
娯
楽
で
あ
る
・
と
い

う
考
え
を
超
え
て
、
詩
の
な
か
に
宗
教
に
代
る
よ
う
な
偉
大
な
カ
が
存
在

す
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
一
八
〇
二
年
の
第
三
版
の
「
序
文
」
に
増
補

さ
れ
た
「
詩
人
と
は
何
か
」
と
い
う
、
三
〇
〇
〇
語
に
の
ぼ
る
文
章
は
、

こ
の
よ
う
な
詩
観
を
惰
熱
的
に
吐
露
し
た
も
の
で
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の

『
文
学
的
自
伝
』
や
シ
ェ
リ
i
の
『
詩
の
弁
護
』
や
キ
ー
ツ
の
手
紙
の
な

か
の
詩
論
と
な
ら
ん
で
、
ロ
マ
ン
派
以
後
の
詩
観
に
甚
大
な
影
響
を
与
え

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
『
拝
憎
歌
謡
集
』
を
、
出
版
以
来
二
〇
〇
年
近
く
た
っ
た
今
日
、
虚
心
に

読
ん
で
み
る
と
、
以
上
に
解
説
し
て
き
た
よ
う
な
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
や
コ
ウ

ル
リ
ヅ
ジ
自
身
が
意
図
し
て
い
た
英
詩
の
革
新
と
い
う
こ
と
を
趨
え
て
、

恐
ら
く
彼
ら
も
意
識
し
な
か
っ
た
深
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
集
の
真
の
意

昧
の
革
新
的
役
割
が
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
「
白
痴
の
少
年
」
や
「
マ
イ
ケ
ル
」
を
代
表
作
だ
と
考

え
て
い
た
、
と
さ
き
に
述
ぺ
た
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
真
憎
は
も
っ
と
主
観

的
な
感
想
を
吐
露
し
た
作
品
に
う
か
が
え
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
で
彼
は
、

自
然
に
身
を
寄
せ
、
自
然
の
姿
を
凝
視
し
、
自
然
の
声
に
耳
を
か
た
む
け

て
い
る
。

小
鳥
た
ち
は
跳
ね
ま
わ
っ
て
遊
ん
で
い
た
、

彼
ら
の
心
の
な
か
は
判
ら
な
い
が
、

そ
の
か
す
か
な
身
振
り
さ
え
も

喜
ぴ
で
ふ
る
え
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
た
。

（
早
春
に
書
い
た
詩
）

　
こ
う
し
た
詩
章
に
、
自
然
物
へ
の
「
感
憎
移
入
」
を
見
出
し
、
「
汎
神

論
」
的
自
然
観
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
形

容
で
抽
象
化
し
え
な
い
、
自
然
の
生
命
へ
の
深
い
真
剣
な
共
感
が
あ
奄

自
然
界
に
、
あ
る
い
は
宇
宙
に
遍
満
す
る
、
人
間
に
謡
り
か
け
て
く
る
何

も
の
か
に
耳
を
す
ま
し
て
聞
き
入
ろ
う
と
い
う
、
彼
の
自
然
と
の
交
感
の

8脂
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婆
勢
を
明
確
に
述
べ
た
の
が
「
諌
め
と
答
え
」
で
あ
る
。

人
間
の
眼
は
ひ
と
り
で
に
見
る
。

耳
に
聞
く
な
と
命
令
は
で
き
な
い
。

人
間
の
肉
体
は
、
ど
こ
に
い
る
と
き
も
、

意
志
に
関
係
な
く
、
も
の
を
感
じ
る
。

自
然
に
は
何
か
カ
が
あ
っ
て
、

お
の
ず
か
ら
人
の
心
に
影
響
を
与
え
る
。

わ
た
し
ら
は
賢
い
受
動
状
態
の
と
き
、

自
分
の
心
を
養
え
る
の
だ
と
思
う
。

　
人
間
と
自
然
と
が
心
を
通
わ
せ
う
る
と
い
う
、
こ
の
自
覚
が
、
『
押
情

歌
謡
集
』
の
諸
詩
篇
全
体
を
通
じ
て
底
流
を
な
し
て
い
る
。
第
一
巻
で
、

ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
、
幼
児
ぱ
か
り
で
な
く
、
白
痴
の
少
年
や
放
浪
す
る
女
や

狂
っ
た
母
親
な
ど
を
好
ん
で
題
材
と
し
た
の
は
、
作
者
に
よ
れ
ぱ
、
か
れ

ら
の
な
か
に
「
人
間
性
の
根
源
的
な
法
則
」
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
根
源
的
な
法
則
」
と
は
、
結
局
は
自
然
金
体
に

通
じ
る
法
則
な
の
だ
。
こ
の
人
び
と
は
ふ
つ
う
の
人
間
よ
り
も
、
い
っ
そ

う
自
然
の
生
命
に
近
く
、
む
し
ろ
自
然
と
共
に
あ
っ
て
自
然
の
実
相
を
示

す
存
在
な
の
だ
。
第
二
巻
に
な
る
と
、
ル
ー
シ
ー
詩
篇
の
よ
う
に
美
し
い

少
女
は
自
然
に
帰
っ
て
精
霊
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
、
「
櫓
と
え
に
し
だ
」

や
「
滝
と
野
茨
」
の
よ
う
に
、
自
然
物
が
言
葉
を
得
て
間
答
を
か
わ
し
て

い
る
。

　
し
か
し
一
神
秘
的
と
も
い
え
る
自
然
と
の
深
い
交
感
を
、
魂
の
奥
深
く

か
ら
し
み
出
る
よ
う
な
調
子
で
語
っ
て
い
る
の
は
「
テ
ィ
ン
タ
ン
僧
院
」

で
あ
る
。

　
一
七
九
八
年
の
夏
、
妹
ド
ロ
シ
ー
と
一
緒
に
、
五
年
ぷ
り
に
テ
ィ
ン
タ

ン
僧
院
か
ら
ワ
イ
川
ぺ
り
を
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
こ
の
詩
を
作
っ
た
と
い

う
。
彼
は
今
再
ぴ
眼
前
に
見
る
ワ
イ
川
周
辺
の
風
最
が
、
過
ぎ
去
っ
た
五

年
の
間
に
自
分
の
心
情
を
養
い
育
て
て
く
れ
た
こ
と
を
改
め
て
意
識
す
る
。

高
逮
な
思
想
の
も
た
ら
す
喜
ぴ
で
わ
た
し
を
ゆ
す
ぷ
る

存
在
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
は
る
か
に

深
く
ま
じ
り
合
っ
た
崇
高
な
感
じ
で
、

　
　
†
凸
か

そ
の
棲
処
は
沈
み
ゆ
く
太
陽
の
光
や
、

お
お
ら
か
な
太
洋
や
新
鮮
な
大
気
や
、

青
空
や
人
間
の
精
神
の
中
な
の
だ
。

す
べ
て
恩
索
す
る
も
の
や
思
索
の
対
象
を

押
し
進
め
る
霊
的
な
動
き
で
、

万
象
を
め
ぐ
り
流
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
詩
の
す
み
ず
み
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
宗
教
的
と
も
い
え
る
調

子
は
、
単
に
葵
し
い
自
然
を
嘆
賞
す
る
と
い
っ
た
気
分
で
は
な
い
。
こ
こ

に
把
握
さ
れ
た
自
然
の
生
命
の
「
崇
高
な
感
じ
」
は
、
自
然
物
と
人
間
の

精
神
と
に
共
通
し
て
流
れ
、
自
然
と
人
間
と
を
一
体
化
す
る
も
の
な
の
だ
。

万
象
を
め
ぐ
り
流
れ
る
、
こ
の
「
霊
的
な
動
き
」
を
感
じ
と
っ
た
と
き
、

ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
確
か
に
、
昌
ー
ロ
ソ
パ
人
の
精
神
の
歴
史
の
上
で
、
重
要

428



な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
二
千
年
の
間
昌
－
回
ヅ
パ
人
の
精

神
を
支
配
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
、
人
間
を
自
然
か
ら
断
絶
さ
せ
・
自

然
の
文
配
者
と
な
る
こ
と
を
許
し
た
思
想
に
対
す
る
、
深
い
懐
疑
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
格
神
の
否
定
で
あ
り
、
大
白
然
に
対
す
る
人
間
の
思
想

の
根
本
的
な
革
新
で
あ
り
、
た
と
え
ぱ
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
自
然
観
に
一

歩
近
づ
い
た
考
え
方
で
あ
る
。

　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
後
に
詩
的
霊
感
を
失
う
と
共
に
、
次
第
に
正
統
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
に
回
帰
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
「
テ
ィ
ン
タ
ン
僧
院
」
で
は
、

現
代
の
生
物
学
や
深
層
心
理
学
が
到
達
し
た
深
い
人
間
観
を
予
見
し
て
い
．

る
o　

コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
の
「
老
水
夫
の
歌
」
も
ま
た
、
人
間
の
意
識
の
深
層
に

あ
る
罪
と
そ
の
あ
が
な
い
に
よ
る
再
生
を
語
っ
て
、
大
自
然
の
な
か
の
人

間
の
生
の
根
源
に
ふ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教

そ
の
他
の
、
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
世
界
に
築
か
れ
て
き
た
思
想
の
束
縛
を
絶
ち
切

っ
た
領
域
に
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
仔
情
歌
謡
集
』
出
版
は
、
古
典
主
義
に

対
す
る
詩
の
革
新
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
観
、
字
宙
観
の
革
命
の

萌
芽
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
い

う
二
人
の
天
才
の
、
ほ
と
ん
ど
奇
蹟
的
と
も
い
え
る
出
会
い
が
、
お
互
い

の
生
の
根
源
に
あ
る
も
の
を
発
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

、
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