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は
じ
め
に

民
謡
の
中
心
は
作
業
唄
・

労
作
唄
で
あ
る 。
そ
の
労
作
唄
の

多
く
が
労
働
の
場
か
ら
離
れ
て
座
敷
唄・
流
行
歌
的
に
歌
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ

て
か
ら
久
し
い 。
民
謡
の
本
質
は 、
そ
れ
が
歌
わ
れ

た
場
の
中
で
考
え 、
作
業
唄
で
あ
る
な
ら
ば
作
業
内
容
·

作
業
工

程
と
の
緊
密
な
関
係
に
お
い
て
考
え
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な

い 。
そ
う
し
た
視
点
で
各
地
の
民
謡
に
耳
を
傾
け
る
時 、
「
囃
し

詞」
の
重
要
性
が
浮
上
し
て
く
る 。
も
と
よ
り
囃
し
詞
は
作
業
唄

の
み
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く 、
踊
り
唄
か
ら
子
守
唄
に
至
る
ま

で 、
様
々
な
民
謡
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る 。
そ
の
囃

(

l
)

（

2
)

 

し
詞
に
つ
い
て
は 、
既
に 、
柳
田
国
男・
折
口
信
夫
な
ど
の
発
言

も
あ
り 、
お
の
お
の 、
そ
の
本
質
に
か
か
わ
る
示
唆
に
富
む
視
点

が
示
さ
れ
て
は
い
る
が 、
決
し
て
充
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た 。

(

3
)

（

4
)

 

そ
の
後 、
今
井
通
郎・
金
井
清
光
両
氏
に
よ
っ

て 、

民
謡
に
お
け

る
囃
し
詞
の
分
析・
整
理
が
行
わ
れ 、
囃
し
詞
の
研
究
は
大
き
く
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野

本

寛

進
展
し
た
と
言
え
る 。

民
謡
に
か
か
わ
る
「
囃
し」
に
は 、
①
鳴
物
囃
し 、
即
ち 、
管

こ
と

弦
·

太
鼓
な
ど
の
楽
器
に
よ
る
囃
し
と 、

②
言
囃
し
（
言
語
囃

し）
と
も
言
う
べ
き
言
語
に
よ
る
囃
し
と
が
あ
る 。
こ
う
し
た
視

点
に
立
つ
時 、
言
囃
し
に
は 、
い
わ
ゆ
る
「
囃
し
詞」
の
他
に 、

い
ま
ひ
と
つ 、
重
要
な
類
型
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る 。
い
わ
ゆ
る
「
囃
し
詞」
は 、
普
通 、「
歌
謡
の
意
味
に
関
係
な

(

5
)

 

く 、
そ
の
中
や
終
り
に
入
れ
た
調
子
を
と
る
た
め
の
詞」 、
あ
る

い
は 、
「
音
頭
と
り
の
唄
に
和
し
て
踊
子
た
ち
や
他
の
う
た
い
手

達
が
唱
え
る
短
い
こ
と
ば
や 、
唄
の
調
子
を
整
え
る
た
め
の
歌
詞

(

6
)

 

以
外
の
部
分
を
は
や
し
こ
と
ば
と
い
っ

て
い
る 。」
な
ど
と
説
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
が 、
全
国
各
地
を
歩
き 、
古
老
の
歌
う
民
謡
に

耳
を
傾
け
て
い
る
と 、
右
の
解
説
に
全
く
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な

い
も
の
の
や
や
範
疇
を
異
に
す
る
「
言
囃
し」
（
言
語
に
よ
る
囃

し）
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く 。
そ
れ
を 、
こ
こ
で
は
仮
に 、
「
囃
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し
詞」
に
対
し
て
「
囃
し
口」
と
称
し
て
み
た
い 。
小
論
で
扱
う

素
材
以
外
に 、
神
楽
や
修
正
会
系
芸
能・
花
祭
り 、
な
ど
の
場
で

誦
唱
さ
れ
る 、
「
神
楽
囃
し」
や
「
神
楽
せ
り
唄」
な
ど
も
あ

り 、
別
に
作
業
唄
な
ど
で 、
音
頭
出
し
と
は
別
の
複
数
の
者
が
歌

詞
を
復
唱
す
る
形
の
囃
し
が
あ
る
な
ど 、

言
囃
し
に
限
っ

て
も

複
雑
な
問
題
が
あ
る
の
で 、
最
終
的
な
分
類
整
理
は
稿
を
改
め
る

と
し
て 、

小
論
に
か
か
わ
る
範
囲
で 、
民
謡
の
囃
し
を
整
理
し
て

お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る 。

野本

①
嗚
物
囃
し

民
謡
に
か
か
わ
る
囃
し

1

②
i-―声
囃
し

〔
①
囃
し
詞

②
囃
し
口

民謡と囃し口

小
論
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
囃
し

ロ」
を
扱
う
こ
と
に
な
る 。

有
明
海
沿
岸
に
は
干
拓
作
業
や
土
運
び
作
業
に
歌
わ
れ
た
「
ガ

タ
イ
ネ
節」
と
呼
ば
れ
る
民
謡
が
あ
る 。
そ
の
「
ガ
タ
イ
ネ
節」

を
例
と
し
て
「
囃
し」
の
持
つ
問
題
点
を
示
し
て
み
よ
う 。
佐
賀

県
鹿
島
市
七
浦
町
東
塩
屋
の
倉
崎
次
助
さ
ん
（
明
治
四
十一
年
仕

ま
れ）
は
「
ガ
タ
イ
ネ
節」
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る 。

ヘ
ガ
タ
ど
ん
ば
担
う
よ
り
ゃ

わ
が
身
ど
ん
ば
飾
れ

ア
ラ
ヨ
ー

イ
（
⑧）

わ
が
身
飾
れ
ば
金
や
も
ら
う

コ
ラ
シ
ョ

（
⑮）

来
た
こ
ん
な
よ
い
な
れ

道
ば
た
じ
ゃ
け
ん

冷
洒
飲
ま
せ
ん

爛
つ
け
て
待
っ
と
る
(
©)

ア
ラ
サ
イ

ア
ラ
サ
イ

(
@)

七
•

七
・

七
•

Ji
の
本
唄
は
別
と
し
て 、
こ
こ
に
は 、
二
系
統

の
「
言
語
囃
し」
か
使
わ
れ
て
い
る 。
⑧
⑮
＠
は 、
間
の
手・
掛

け
声
と
い
っ
た
感
じ
で 、
本
唄
を
歌
う
音
頭
出
し
と
は
別
な
人
間

が
入
れ
る 。
こ
れ
ら
は
そ
の
語
源
は
別
と
し
て 、
こ
の
場
面
で
は

実
質
的
な
意
味
を
持
っ

て
い
な
い 。
し
か
も
短
い
語
句
で
あ
る 。

そ
れ
に
対
し
て 、

©
は 、
短
い
な
が
ら
も
一
定
の
叙
事
性
を
持

つ 。
し
か
も 、
こ
れ
は 、
曲
節
を
以
っ

て
歌
唱
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く 、
音
頭
出
し
と
は
別
の
人
間
か
口
誦
す
る
も
の
で
あ
る 。
両

者
は
極
め
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

従
来 、

「
囃
し
同」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
き
た 。

例
え
ば 、
『
日
本
民
謡

(

7
)
 

集』
所
収
の 、
熊
本
県
民
謡
「
キ
ン
キ
ラ
キ
ン
節」
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る 。

ヘ
肥
後
の
刀
の

F
げ
緒
の
長
さ

長
さ
ば
い

ソ
ラ

キ
ン
キ

ラ
キ
ン

ま
さ
か
迩
え
ば

．
上

卵

そ
れ
も
そ
う
か
い
キ
ン
キ

ラ
キ
ン

【
囃
し】
キ
ン
キ
ラ
キ
ン
の
蟹
正
ど
ん
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蟹
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ば
い

田
圃
の
端
ま
で

ご
っ
そ
ご
そ

本
唄
は 、
「
肥
後
の
刀
の
下
げ
緒
の
長
さ

ま
さ
か
迩
え
ば
玉

欅」
で
あ
り 、
「
長
さ
ば
い

ソ
ラ

キ
ン
キ
ラ
キ
ン」
「
そ
れ
も

そ
う
か
い
キ
ン
キ
ラ
キ
ン」
は
本
来 、
「
囃
し
詞」
で
あ
り 、
そ

の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
キ
ン
キ
ラ
キ
ン」
で
あ
る 。
こ
れ
ら
は 、

「
ガ
タ
イ
ネ
節」
の
③
⑮
＠
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り 、
【
囃
し】

と
表
記
さ
れ
た
部
分
は
©
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う 。

こ
こ
で
は 、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
「
囃
し
詞」
と
総
称
さ
れ
て
き

た
二
つ
の
も
の
を
仕
分
け
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い 。
即
ち 、
間
の

手 、
掛
け
声
的
な
短
い
語
句
で 、
現
実
的
な
意
味
内
容
が
薄
い
も

の
を
「
囃
し
詞」 、
文
意
が
明
確
で 、
と
き
に
叙
串
性
を
持
ち 、

然
も
木
唄
と
は
別
で
歌
唱
さ
れ
ず
に
口
誦
さ
れ
る
も
の
を
「
囃
し

ぐ
ちロ」

と
規
定
し
て
み
た
い
の
で
あ
る 。
こ
の
「
囃
し
口」
は 、
わ

が
国
の
「
口
誦
民
俗」
と
し
て
極
め
て
重
要
な
も
の
の
一
っ
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
で 、
小
論
で
は 、
ま
ず 、
そ
の
「
囃
し
口」
に
注

目
し 、
そ
の
事
例
紹
介 、
民
謡
歌
唱
展
開
の
中
に
お
け
る
「
囃
し

ロ」
の
位
置
•

作
業
の
場
に
お
け
る
唄
の
継
唱
法・
「
囃
し
口」

の
特
質
等
の
確
認
を
し
た
い 。
叙
述
の
中
で 、

各
「
本
唄」
·

「
囃
し
詞」
・
「
囃
し
口」
の
末
尾
の
（

）
内
に 、
符
号
お

よ
び
番
号
を
記
人
し
て
整
理
し
た 。
本
唄
は
® 、
囃
し
口
は
® 、

囃
し
詞
は
©
と
し 、
そ
の
直
後
に
①
②
等
の
数
字
を
人
れ
た
が 、
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こ
れ
は 、
事
例
順・
展
開
順
で
あ
る 。
符
号・
番
号
数
字
は 、
民

謡
の
主
題
ご
と
に
①
か
ら
始
め
て
い
る 。
唄
に
よ
っ

て
は
®
v

⑪

↓
©
と
な
ら
ず
に 、
®
↓

©
↓

⑪
な
ど
と
な
っ

て
い
る
も
の
も
あ

る 。-
•

潮
替
節
と
櫓
囃
し

鹿
児
島
県
の
薩
摩
半
鳥
・

大
隅
半
島
の
海
岸
部
で
は 、
か
つ

て 、
「
潮
替
節」
と
い
う
民
謡
が
盛
ん
に
歌
わ
れ
た 。
こ
の
地
方

で
は
鰹
漁
が
盛
ん
だ
っ
た 。
鰹
の
群
を
お
び
き
よ
せ
る
た
め
に
生

き
た
キ
ビ
ナ
ゴ
を
撒
き 、
鰹
が
キ
ビ
ナ
ゴ
に
喰
い
つ
く
と
こ
ろ
を

鉤
針
で
釣
り
あ
げ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ

て
い
た 。
キ
ビ
ナ
ゴ
は

鰯
型
で 、
極
め
て
敏
感
な
魚
で
あ
る
た
め 、
生
き
た
状
態
で
沖
ま

で
運
ぶ
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た 。
桶
の
中
に
人
れ
て
運
ぶ
の
で

あ
る
が 、
常
時
潮
水
を
汲
み
か
え
て
い
な
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う

の
で
あ
る 。
潮
替
え
の
作
業
は 、
三
人
で
汲
み
こ
み 、
一
人
が
汲

み
出
す
と
い
う
形
で
続
け
ら
れ
た 。
こ
の
作
業
の
時
に
歌
わ
れ
た

の
が
潮
替
節
で
あ
る 。
例
え
ば 、
鹿
児
島
県
川
辺
郡
笠
沙
町
岬
の

中
村
嘉一
さ
ん
（
明
治
四
十
年
生
ま
れ）
に
よ
る
と 、
鰹
舟
は
八

丁
櫓 、
舟
丈
三
十
六
尺 、
幅
卜

二
尺 、
大
体
七 ．

八
ト
ン
だ
っ
た

と
い
う 。
キ
ビ
ナ
ゴ
を
人
れ
て
潮
替
え
を
し
た
桶
は 、
底
部
と
深

さ
が
二
計 、
n

径一 ．

一
計
ほ
ど
だ
っ
た 。
こ
の
舟
で
黒
島·
ト
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野本

カ
ラ
列
鳥
方
面
ま
で
出
か
け
て
い
た
の
だ
と
い
う 。

以
下 、
潮
替
節 、
お
よ
び 、
潮
替
節
に
隣
接
し 、
潮
替
節
と
の

互
流
性
の
強
い
櫓
漕
ぎ
唄
を
紹
介
し
よ
う 。

鹿
児
島
県
枕
崎
市
の
森

浅
盛
さ
ん
（
明
治
三
十
九
年
生
ま

れ）
は
次
の
潮
替
節
を
伝
え
て
い
る 。

ヘ
潮
も
替
え
前
夜
も
明
け
る
前

う
ち
じ
ゃ

妻
子
も
起
き
る
前

(
®
①)
 

ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ
チ
ョ
レ
(
©
①)

ヘ
雑
魚
か
も
の
言
う
た
樽
ん
中
ん
雑
魚
が

潮
さ
え
か
わ
れ
ば
死

な
ん
と
言
う
た
(
®
②)

ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ
チ
ョ
レ
(
©
①)

ヘ
色
は
黒
い
が
釣
竿
持
て
ば

沖
じ
ゃ

鰹
の
色
男
(
®
③)

ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ
チ
ョ
レ
(
©
①)

唄
の
®
①
②
③
の
意
味
も
わ
か
り
や
す
く 、

©
①
の
囃
し
詞

も 、
「
あ

替
そ
ち
ょ

れ

替
え
ち
ょ

れ」
の
意
が
あ
り 、
い
か

に
も
潮
替
節
ら
し
い 。
潮
替
作
業
を
四
人
で
行
う
場
合 、
一
人
が

音
頭
出
し
と
し
て
®
①
を
歌
う
と
他
の一一
人
が
©
①
の
囃
し
詞
を

合
誦
す
る
と
い
う
形
で
続
行 、

音
頭
出
し
と
囃
し
方
は
随
時
交
替

す
る
こ
と
に
な
る 。
森
さ
ん
は 、
右
の
潮
替
節
に
続
け
て
次
の
唄

と
囃
し
口
を
聞
か
せ
て
く
れ
た 。
こ
れ
は 、
潮
替
節
に
隣
接
す
る

も
の
で
は
あ
る
が 、
櫓
を
漕
ぐ
際
に
唱
誦
さ
れ
る
も
の
で 、
櫓
漕

民謡と囃し口

ぎ
唄
で
あ
る 。

ヘ
鹿
籠
の
立
神
石
と
は
思
ふ
な

④)
 

•
二
丁
も
三
丁
も

し
か
け
て
や
れ
押
せ

や
れ
押
せ
(
®
①)

•
立
神
ま
わ
れ
ば

わ
か
家
か
見
を
る
よ
（
⑪
②）

・
港
に
入
れ
ば

妻
子
が
待
っ

て
る

待
っ

て
る
（
⑪
③）

®
④
の
鹿
籠
の
立
神
と
は 、
枕
崎
の
湾
口
に
あ
る
筆
の
穂
型
を

し
た
岩
で 、
鹿
児
島・
奄
美・
沖
縄
に
か
け
て
分
布
す
る
臨
海
信

仰
の
核
と
な
る
聖
な
る
岩
島
の
こ
と
で 、
そ
れ
は
®
④
に
よ
っ

て

(

8
)
 

も
よ
く
わ
か
る 。

®
④
が
唄
で
あ
る
の
に
対
し 、
⑪
①
＼

⑪
③
は
唄
で
は
な
い 。

地
元
で
は
こ
れ
を
「
櫓
囃
し」
と
称
し
て
い
る 。
櫓
を
漕
ぐ
動
作

に
合
わ
せ
て
櫓
囃
し
を
口
誦
す
る
の
で
あ
る
か 、
こ
の
櫓
囃
し
に

よ
っ

て
漕
ぎ
手
の
呼
吸
を
統一
し 、
テ
ン
ポ
を
合
わ
せ 、
漕
進
の

効
率
化
を
図
る
も
の
だ
と
言
え
る 。

前
記
潮
替
節
の
中
に
用
い
ら
れ
る
「
ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ

チ
ョ
レ」
も
囃
し
で
あ
り 、
櫓
囃
し
も
ま
た
囃
し
で
あ
る 。
櫓
囃

し
型
の
囃
し
は
様
々
な
労
作
唄
に
見
ら
れ
る
の
で 、
両
者
を
「
囃

し」
な
い
し
は
「
囃
し
詞」
と
し
て一
括
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い 。
両
者
の
形
態
・

概
念
等
を
ふ
ま
え
て
考
え
て
み
る
と 、
「
ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ
チ
ョ
レ
一 石

じ
ゃ
ご
ざ
ら
ぬ
お
神
様
(
®
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詞ー 、

杷
囃
し
堕
の
も
の
を
「
囃
し
11

と
類
別
し
て
お
く
の
か

使
利
だ
と
思
わ
れ
る 。
囃
し
詞
は一
般
に 、
原
初
の
語
義
は
別
と

し
て 、
現
実
に
は
単
な
る
掛
け
声
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
も
の
が

多
く 、

ー
ア

カ
エ
チ
ョ
レ

カ
エ
チ
ョ
レ」
は
む
し
ろ 、

囃
し

詞
の
中
で
は
意
味
が
明
確
な
方
で
あ
る 。
対
し
て 、

囃
し
口
は 、

ヽ

）

＼
ー
）

叙
情
性・
叙
事
性
を
含
む
も
の
で

4
.
4 、
4
.
4

な
い
し

ヽ
ー1

\
＼
_
ー
/

は

4
.
4 、
4
.
4
.
4

と
い
っ
た 、
四
音
節
を
基
本
と
し

た
定
型
を
以
っ

て
構
成
さ
れ
る
場
合
か
多
い 。

ひ
き
続
き
鹿
児
島
県
川
辺
郡
笠
沙
町
岬
の
中
村
嘉
二
さ
ん
の
伝

え
る
「
潮
替
節」 、
「
櫓
囃
し」
を
紹
介
す
る 。

ヘ
潮
も
替
え
ま
え
夜
も
明
け
る
ま
え

家
じ
ゃ
オ
メ
コ
も
起
き
る

ま
え
(
®
⑤)

ヘ
灘
の
鰹
は
キ
ビ
ナ
ゴ
恋
し

わ
た
し
ゃ

夜
rl
の
さ
ま
恋
し
(
®

⑥)
 

へ
新
曽
根
ゆ
く
時
や
跡
養
子
立
て
て

後
の
妻
子
は
勅
み
ま
す

（

鵞）

ヘ
野
間
の
池
の
口
い
れ
は
は
よ
か
ど
ん

出
る
に
ゃ

名
残
の
残
る

港
(
®
⑧)

®
⑤
は
先
に
紹
介
し
た
®
①
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で 、
夜
を
徹
し

て
潮
替
え
を
す
る
厳
し
い
労
働
が
歌
わ
れ 、
®
⑦
は
鰹
舟
の
危
険

性
を
語
る
も
の
で
あ
る 。
こ
こ
で
は 、

枕
崎
の
「
ア

カ
エ
チ
ョ

5巻］号文学・芸術・文化

カ
エ
チ
ョ
レ
L

に
対
し
て 、「
ヘ
ン
ヨ
イ

ヘ
ン
ヨ
イ
(
©

⑨)）
と
い
う
囃
し
詞
を
使
っ
た
と
い
う 。
そ
し
て 、
次
の
＿
囃
し

11

も
伝
え
て
い
る 。

マ
ナ

セ

コ
ア
カ
イ

中

[1

•
北
風
の
空
風

西
か
ら
小
雨
じ
ゃ

が
（
⑪（4)）

•
松
島
天
神
ボ
タ
ン
の
礼
じ
ゃ

か
(
@
⑤)

•
押
さ
ん
に
ゃ
卜
ら
ん

潮
ひ
き
面
し
ゃ

が
（
⑧
⑥）

オ

ナ
コ

•
ふ
ん
ば
れ
ま
た
が
れ

女
子
の
や
つ
じ
ゃ

が
（
⑪
⑦）

•
腰
巻
ゃ

ボ
ロ
で
も

オ
ソ
ソ
は
処
女
し
ゃ

か
（
⑪
⑧）

•
野
間
池
ハ
ッ
タ
は

五
銭
の
賃
じ
ゃ

が
（
⑪
⑨）

オ

ナ
ゴ

・
女
子
に
く
る
れ
ば
一
ち
ゃ

ん
も
残
ら
ん
(
®
⑩)

⑪
④
は
気
象
佳
諺
を
櫓
囃
し
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
り 、

⑧
⑥

は 、
潮
と
櫓
漕
ぎ
の
関
係
を
ふ
ま
え 、
櫓
漕
ぎ
の
要
領
を
教
え
る

も
の
で
あ
る 。
と
も
に 、
櫓
囃
し
を
辿
じ
て
櫓
漕
ぎ・
舟
乗
り
に
必

要
な
教
訓
を
伝
承
す
る
も
の
で
あ
る
⑧
⑦
＼

⑧
⑩
は
色
に
か
か
わ

る
要
素
を
込
め
た
も
の
で
櫓
方
を
楽
し
ま
せ
る
の
で
も
あ
る 。
音

数
律
は
ム
T /4 、

八
サ ／4

で
あ
る 。
前
述
の
枕
崎 、
後
述
の
佐
多

、ー／

町
の
事
例
と
比
べ
て
み
る
と 、
こ
の
笠
沙
の
囃
し
口
は 、
4.
4 、

ヽ
ー／

4
.
4
の
リ
ズ
ム
で一
員
し
て
お
り 、
櫓
漕
ぎ
の
リ
ズ
ム
に
は
最

も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る 。
右
に
見
た
通
り
笠
沙
で
は
®

®
©
が
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の 、
そ
の
三
つ
が
ど
の
よ
う
な

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て 、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
と
い

レ
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う
点
で
は
厳
正
な
伝
承
は
な
い 。
そ
し
て 、

笠
沙
の
総
体
は 、

「
潮
替
節」
と
は
呼
ば
れ
る
も
の
の 、

実
体
は 、
「
潮
替
節」
と

「
櫓
漕
ぎ
唄」
が
渾
然
と
し
た
形
で
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る 。
「
ヘ
ン
ヨ
イ

ヘ
ン
ヨ
イ」
と
い
う
単
調
な
囃
し
詞

は 、

櫓
の
囃
し
の
随
所
に
人
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る 。

野本

笠
沙
の
®
®
©
が
舟
の
上
で
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
た
か
を

復
元
し
よ
う
と
す
る
場
合 、
鹿
児
島
県
肝
属
郡
佐
多
町
外
の
浦
の

山
野
熊
助
さ
ん
（
明
治
四
十
二
年
生
ま
れ）
の
伝
え
る
歌
か
参
考

に
な
る 。
1
野
さ
ん
は 、「
潮
替
節」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

こ
の
ま
と
ま
り
は 、

内
容
的
に
は
「
櫓
漕
ぎ
唄」
の
色
彩
が
強

‘,
0

 

＇

 

ヘ
岬
し
お
ば
え
寄
せ
く
る
波
を

よ
け
て
通
ら
せ
様
の
舟
(
®

⑨)
 

•
一
度
は
釣
る
わ
い

イ
ッ
コ
ン
釣
っ

て
も

親
方
さ
ん
だ
よ

（
⑧
⑪）
 

ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ

ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ
(
©
③)

•
だ
れ
た
る
顔
じ
ゃ

が

寝
よ
ら
に
ゃ
よ
い
が
（
⑪
⑫）

・
様
ど
が
寝
よ
れ
ば
気
に
か
か
ら
っ
さ
（
⑪
⑬）

ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ
ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ

(
©
③)

ひ

と

・
気
に
か
け
や
ん
す
な

他
人
と
は
寝
な
い
（
⑪
⑭）

fl;\証品と囃し11

・
心
は
豊
か
に
持
ち
な
さ
れ
っ
さ
(
®
⑮)

ヘ
佐
田
の
岬
の
お
庭
の
蘇
鉄

花
は
咲
か
ね
ど
葉
は
み
ご
と
(
®

⑩)
 

．
櫓
押
し
は
囃
し
だ

囃
し
が
な
け
れ
ば

櫓
押
さ
れ
な
っ
さ

（
⑪
⑯）
 

ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ

ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ
(
©
③)

ヘ
潮
の
三
丁
替
え
苦
は
な
け
れ
ど
も

雨
じ
ゃ

風
じ
ゃ
に
苦
が
ご

ざ
る
(
®
⑪)

右
に
示
し
た
®
⑨
S

®
⑪
の
ま
と
ま
り
は 、
筆
者
が
恣
意
的
に

並
べ
た
も
の
で
は
な
く 、
山
野
さ
ん
が
歌
い
か
つ 、
囃
し
た
順
番

通
り
正
確
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る 。
佐
多
町
外
の
浦
の 、

潮
替

節
と
通
称
さ
れ
る
歌
と
囃
し
の
ま
と
ま
り
に
は 、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た 、
®
II

唄 、
⑧
II

囃
し
口 、
©
囃
し
詞
が
そ
ろ
っ

て
お
り 、

し
か
も 、
山
野
さ
ん
は 、
そ
の
配
列・
展
開
を
伝
承
し
て
い
る
の

で
あ
る 。
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三
要
素
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
る
も
の
を
具
さ
に
眺
め
て
み
る

と 、
潮
替
節
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の 、
こ
れ
は
決
し
て
潮
替

作
業
の
み
に
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
わ
か
る 。｛
櫓

囃
し」
は
文
字
通
り 、
八
丁

櫓
を 、
呼
吸
を
合
わ
せ
て
漕
ぐ
た
め

ヽ
—
I

の
も
の
で
あ
る 。
4
.
4
を
晶
本
と
す
る
音
数
律
も
呼
吸
合
わ
せ

に
は
効
果
的
で
あ
る 。
潮
替
節
は 、
「

潮
替
え口
と
ぶ惜
漕
ぎ—
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の
作
業
に
際
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る 。
一
般
の
鰹
舟
に
は

最
低
十
二
人
が
乗
っ

て
お
り 、
潮
替
節
は 、
そ
れ
が
三
つ
の
グ

ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
唱
誦
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た 。
ま
ず
®
は

音
頭
出
し
で
あ
り 、
こ
れ
は
原
則
と
し
て一
人
で
あ
る
が 、
随
時

交
替
可
能
で
あ
る 。
音
頭
出
し
が
ま
ず
®
⑨
を
歌
う
と 、
そ
の
末

尾
に
重
な
る
よ
う
に
⑪
⑪
を
漕
ぎ
手
の
中
の
一
人
ま
た
は
複
数
名

が
誦
す
る 。
複
数
名
の
場
合
は
声
を
そ
ろ
え
て
誦
す
る 。
こ
の

間 、

®
⑨
の
歌
唱
者
は
咽
喉
を
休
め 、
呼
吸
を
整
え
て
い
る 。
©

③
は 、
®
⑨
を
歌
い 、
®
⑪
を
誦
し
た
者
以
外
は
ほ
ぼ
全
員
で
声

を
そ
ろ
え
て
誦
す
る 。
©
③
が
誦
さ
れ
る
間 、

®
⑨
の
歌
い
手
及

び
®
⑪
の
誦
者
は
休
む 。
次
に
⑪
⑫
®
⑬
を 、
先
に
®
⑪
を
誦
さ

な
か
っ
た
者
が
誦
す
る
と
い
う
形
で
続
け
て
ゆ
く 。
こ
の
間 、
®

⑨
の
唱
者
は
充
分
に
呼
吸
を
整
え 、

休
ん
で
い
る
の
で 、
ま
た

朗
々
と
®
⑩
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る 。
そ
れ
で
も
臨
機
に
音
頭
出

し
を
他
者
と
交
替
し
て
ゆ
く 。
右
の
よ
う
な
継
唱
法
が
あ
る
か
ら

こ
そ 、
厳
し
い
労
働
の
中
で
も
民
謡
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る 。
逆
に 、
櫓
囃
し
や
囃
し
詞
に
よ
っ

て
櫓
漕
ぎ
や
潮
替
え
労

働
の
リ
ズ
ム
の
一
定
性
が
保
た
れ 、
効
率
が
あ
が
る
の
で
あ
る 。

こ
う
見
て
く
る
と 、
労
作
唄
の
発
生
も
よ
く
理
解
で
き 、
労
作
唄

に
お
け
る
「
囃
し
口」
や
「
囃
し

詞」
が
い
か
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
か
が
よ
く
わ
か
る 。

5巻1号文学・芸術・文化

右
に
と
り
あ
げ
た
潮
替
節
の 、
唄
と
囃
し
口
は
内
容
的
に
も
み

ご
と
に
連
鎖
し
て
お
り 、
完
成
度
が
高
い 。
囃
し
口
は一
般
に
滑

稽・
軽
快
な
感
じ
で 、
恋
情・
椰
楡
な
ど
の
内
容
を
飴
る
も
の
が

多
い 。
こ
こ
で
も
⑪
⑫
は 、
櫓
漕
ぎ
仲
間
の
一
人
を
椰
楡
す
る
形

を
示
す 。
「
寝
よ
ら
に
ゃ
よ
い
が」
は 、

夜
を
徹
し
て
櫓
漕
ぎ
を

す
る
場
合 、

居
眠
り
を
し
て
仲
間
に
迷
惑
を
か
け
る
者
が
あ
っ
た

と
い
う
実
態
を
反
映
し
て
い
る 。
と
こ
ろ
が 、
そ
れ
に
続
く
⑪
⑬

で
は 、
「
寝
る」
と
い
う
言
葉
を
受
け
な
が
ら
も
内
容
を
転
換

し 、
④
⑨
の
唄
の
「
様」
を
受
け
て 、
恋
を
主
題
と
し
て
展
開
さ

せ 、
沖
で
鰹
舟
の
櫓
を
漕
ぐ
恋
人
な
い
し
は
夫
の
身
の
上
を
案
じ

る
女
の
立
場
の
囃
し
口
と
な
る 。
⑪
⑭
は 、

⑪
⑬
の
女
の
思
い
に

応
え
る
形
で
「
寝
る」
を
受
け 、
浮
気・
男
女
同
食
の
「
寝
る」

に
振
っ

て
そ
の
振
幅
を
広
げ
る 。
さ
ら
に
⑪
⑮
で
は 、

女
の

「
心」
を
受
け
る
形
を
と
り 、
人
間一
般
の
心
の
持
ち
方
に
話
題

を
拡
大
す
る 。
こ
の
付
合
い
と
展
開
の
妙
は
み
ご
と
で
あ
り 、
漁

民
の
言
語
感
覚
•
日
本
人
の
文
学
性
の
高
さ
が
明
確
に
示
さ
れ
た

も
の
と
言
え
よ
う 。
付
合
い
·

掛
け
合
い
は
当
然
口
誦
者
が
交
替

し
て
劇
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る 。

®
⑩
は
佐
多
岬
の
御
崎
神
社
境
内
の
蘇
鉄
を
歌
っ
た
も
の
で
あ

り 、
こ
の
地
の
漁
民
の
御
崎
神
社
な
い
し
は
岬
に
対
す
る
思
い
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る 。
山
野
さ
ん
に
よ
れ
ば 、
こ
の
地
の
漁
民
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野本

達
の
中
に
は 、
舟
で
岬
の
前
を
通
る
時
に
は
岬
な
い
し
は
御
崎
神

社
に
対
し
て
献
供
儀
礼
を
行
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う 。
さ
か
な

の
雄
節
の
左
側
を
六
・

七
キ
レ
に
切
っ

て 、
そ
れ
を
岬
に
向
か
っ

て
海
中
に
投
供
し 、
続
い
て 、
神
涸
を
ト
リ
カ
ジ
か
ら
オ
モ
カ
ジ

へ
の
順
で
注
い
で
か
ら
岬
に
向
か
っ

て
拝
礼
す
る 。

©
は
掛
け
声
型
の
囃
し
詞
で 、「
ヤ
ッ
シ
ョ
ー

マ
カ
シ
ョ
ー」

の
「
ヤ
ッ
シ
ョ
ー」

の
前
の
段
階
を
示
す
形
で
あ
る 。
「
ヤ
ー

シ

ョ
イ
サ」
が
促
化
す
れ
ば
「
ヤ
ー
シ
ョ
ー」

と
な
る 。

右
に
見
た
佐
多
町
の
唄・
囃
し
ロ
・

囃
し
詞
を
参
考
に
す
る

時 、
笠
沙
町
の
も
の
も 、
櫓
漕
ぎ
唄
と
し
て
歌
わ
れ
る
場
合
は
®

II
唄
〇
⑪
II

囃
し
口
〇
©
II

囃
し
詞 、
の
構
成
展
開
で
歌
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る 。

静
岡
県
浜
名
郡
舞
阪
町
に
「
木
遣
節」
と
し
て
次
の
唄
が
伝
え

ら
れ
て
い
る 。

ヘ
ア
リ
ャ

エ
ー

初
め
は

〈
ヤ
ッ
ト
コ
セ
ー

そ
り
ゃ
こ
そ

民謡と囃し 口

エ
ー

ヨ
ー

イ
ヤ
ナ〉（
囃
し
詞）

出
雲
の
国
だ
ぞ

ア
ー
レ

ハ
ア
リ
ャ
リ
ャ
リ
ャ
ー〉

（
囃

ヤ
ハ

〈
ヨ
ー

イ
ト

ナ
ー

し
詞）唄

と
囃
し
詞
が
右
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が 、
伝
承

さ
れ
る
唄
の
部
分
を
列
学
す
る
と 、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る 。

•
神
の
初
め
は

出
雲
の
国
だ
ぞ
（
⑪
⑰）

•
国
の
初
め
は

大
和
の
国
だ
ぞ
(
®
⑱)

•
灘
で
荒
い
は

玄
界
灘
だ
ぞ
（
⑧
⑲）

•
次
に
荒
い
は

遠
州
灘
だ
ぞ
（
⑪
⑳）

・
舞
阪
湊
は

出
船
で
明
け
る
ぞ
（
⑪
⑪）

•
今
切
出
る
時
や

波
が
高
い
ぞ
（
⑧
⑫）

•
今
日
も
大
漁
の

鰹
舟
だ
ぞ
（
⑭
⑬）

•
益
々
栄
え
る

舞
阪
の
若
い
衆
だ
ぞ
（
⑧
⑳）

⑧
⑰・
⑪
⑱・
⑪
⑲
は
l

物
尽
く
し」
の
発
想
を
以
っ

て
展
開

さ
れ
て
い
る
が 、
®
⑲
＼

⑪
⑬
は
海・
舟
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ

り 、
し
か
も 、
遠
州
灘
(
®
⑳) 、
舞
阪
港
（
⑪
⑪） 、
今
切
lI

浜

名
湖
の
湖
口
（
⑪
⑫）
と 、
地
元
の
漁
業
に
か
か
わ
る
地
名
を
示

し
て
お
り 、
鰹
舟
の
出
漁
（
⑪
⑪・
⑪
⑫
・

⑧
⑳）
が
語
ら
れ
て

い
る 。
こ
の
よ
う
な 、
鰹
漁
の
内
容
と 、
次
に
見
る
よ
う
な
音
数

律
か
ら
し
て 、
こ
れ
ら
か
鰹
舟
の
櫓
囃
し
と
し
て
誦
さ
れ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る 。
即
ち 、
®
⑪
は 、
4
バ

ー4 、
4 \
7 /4

の
音
数

ヽ

律
を
持
っ

て
お
り 、

®
⑰
\

®
⑳
は 、
3
.
4 、
4
.
4

と

’ヽ

_
)

な
っ

て
い
る 。
口
誦
の
際 、
3
.
4
に
異
和
感
は
な
い 。
た
だ 、

ヽ

⑪
⑫
は
4
.
4 、
4
.
3
と
な
っ

て
お
り 、
4
.
3
の

；
？
は

長
音
化
さ
せ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る 。
い
ず
れ
に
せ
よ 、
舞
阪
で

\

）

 

木
遣
節
と
伝
え
ら
れ
る
⑪
⑰
＼

⑪
⑳
の
いい
が 、
4
.
4
の
音
数
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律
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る 。
右
に
よ
っ

て
見
れ

ば 、
此
児
島
県
の
栴
囃
し
と 、
静
岡
県
別
阪
町
の
こ
の
い川
と
は

冊
か
な
共
通
点
を
拉
って
い
る
こ
と
か
わ
か
る ("

舞
阪
町
で
―
木
遣
節―
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
は 、
櫓
囃
し

の
―
囃
し
口」
と
し
て
口
誦
さ
れ
て
い
た
も
の
か 、
や
が
て
囃
し

詞
を
付
っ

て
歌
附
さ
れ 、
木
造
り
の
場
で
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。

1993. 5 巻 1 号

-
．

木
挽
唄

L
川
県
石
川
郡
白
峰
村
の
小
川
き
く
さ
ん
（
明
治
二
十
四
iT
化

ま
れ）
は
こ
の
地
の
「
木
挽
唄―
を
伝
承
し
て
い
た 。
そ
の
木
挽

唄
の
111
に
も
―

囃
し
11

が
使
わ
れ
て
い
る 。

へ
大
上
木
挽
さ
ん
の
力
カ
な
ら
い
や
じ
ゃ

檜
松
の
木
杉
く
さ
い

よ
(
®
①)

・
ハ
ー

一
尺
挽
い
て
も

あ
の
娘
が
た
め
じ
ゃ
ー

残
っ
た
と
こ

ろ
は

煤
f

買
い
銭
じ
ゃ
ー

（
⑬
①）

{
木
挽
ゃ
山
間
の
山
に
は
什
む
か

木
挽
ゃ

金
と
る
11
金
と
る

(
®
②)
 

＼
木
挽
ゃ
可
愛
や
オ
ガ
ク
ズ
中
に

(
®
③)
 

・
ハ
ー

一
尺
挽

‘
て
も

文学 ・ 芸術 ・ 文 化

お
手
を
合
わ
せ
て
腰
使
っ
て

あ
の
娘
か
た
め
じ
ゃ
ー

残
っ
た
と

ろ
は

菓
子
貿
い
銭
じ
ゃ
ー

(

(

B
)（1)）

小
I
さ
ん
に
よ
る
と 、
唄
を

．
節
歌
っ

て
か
ら
囃
し
を
人
れ
る

の
だ
と
い
う 。
こ
れ
も―
囃
し
11

で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
か
い
な
い -m

山
形
県
西
村
山
郡
西
川
町
大
井
沢
出
身
の
毛
5

樫
音
弥
さ
ん
（
附

治一 ·一
土ハ
年
生
ま
れ）
は
次
の
木
挽
唄
を
歌
う つ

や
す
り

｛ 、
ハ
ー

木
挽
llJ
変
や

サ
サ
ノ
ヤ
の
111
に

今
悧
も
鑢
の
＇け
か
す

る
（
⑧
④）

・
ゾ
ロ
ー
ン
ト
イ
ッ

テ

ゾ
ロ
ー
ン
ト
コ
イ
((
B)
2)

へ
ハ
ー

日
那
よ
ろ
こ
へ
今
度
の
山
は

尺
幅
ぞ
ろ
い
の
柾
か
で

る
(
®
⑯)

・
ゾ
ロ
ー
ン
ト
イ
ッ

テ

ゾ
ロ
ー
ン
ト
コ
イ
((
B)
2)

こ
れ
は 、

囃
し
詞
と
囃
し
LJ
の
中
間
的
な
印
象
を
与
え
る 。）ゾ

ロ
ー
ン
ト
イ
ッ

テ

ゾ
ロ
ー
ン
ト
コ
イ
は 、
木
挽
鋸
の
往
復
店
動

を
示
す
も
の
で 、

ゾ
ロ
ー
ン

は
釧
を
挽
く
状
態
の
振
凡
晶
的

な
掛
け
声
で
あ
る
C

-- 177 -

.' ・
・

馬
ガ
節

新
潟
県
北
魚
屯
郡
入
広
瀬
村
大
栃
山
の
大
島
金
七
さ
ん
（
明
冶

四
十
三
年
生
ま
れ）
は 、
「
馬
方
節―
と
も
「
草
刈
り
唄＿
と
も

仏
え
ら
れ
る
唄
を
仏
え
て
い
る
か
そ
の
中
に

暉祉
し
11

か
あ

る
C

歌
詞
・

雌
し
口
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
＿
馬
方
節―
の
方
か
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も
と
で 、
i

早
刈
り
と
い
っ

て
も
馬
に
草
を
負
わ
せ
て
の
道
中
で
歌

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。

ヘ
碓
氷
峠
の
権
現
様
は
〈
エ
ー

オ
イ
オ
イ〉(
©
①)

わ
し
の
た
め
に
は
守
り
神
(
®
①)

•
ア
ラ

ド
タ
バ
タ
ス
ル
ナ
ヨ

ネ
ダ
ン
ガ
サ
ガ
ル
デ

ト
ッ

ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ

（
⑧
①）

ヘ
七
つ
八
つ
引
く
親
方
よ
り
も
〈
エ
ー

オ
イ
オ
イ〉(
©
①)
ひ

ヌ
シ

と
り
手
引
き
の
主
か
よ
い
(
®
②)

・
コ
ラ

ド
タ
バ
タ
ス
ル
ナ
ヨ

ネ
ダ
ン
ガ
サ
ガ
ル
デ

ト
ッ

ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ

(
®
①)

歌
詞
は
恋
情
発
想 、

囃
し
口
は 、
馬
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
形

を
と
っ

て
い
る 。
「
ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ」
は 、

馬
が

一
定
の
ス

ピ
ー
ド

で
規
則
正
し
く
歩
行
す
る
様
の
擬
声
・

擬
態
語
で

．
秤

の
リ
ズ
ム
言
詔
で
あ
る 。
音
数
律
は 、
潮
替
節
の
囃
し
口
同
様 、

'ヽ
_ー
）

、1
|
）

4
.
4 、
4
.
4
と
な
っ

て
い
る 。

民謡と囃 し 口

四
•

代
か
き
の
「
囃
し
口」

稲
作
々
業
に
関
す
る
民
謡
の
中
に
も
一
囃
し
口」
か
あ
る 。
静

岡
県
御
殿
場
市
中
畑
の
勝
又
富
江
さ
ん
（
明
冶
四
十
年
生
ま
れ）

は 、
「
囃
し
口」
の
こ
と
を
「
言
い
ぐ
さ
L

と
呼
ぶ 。
稲
作
々
業

の
中
の
代
か
き
に
閾
し
て
は 、
特
に
民
謡
は
な
い
か
御
殿
場
市
富

士
岡
方
面
で
次
の
よ
う
な
言
い
ぐ
さ
を
口
誦
し
た
と
い
う 。

・
ソ
レ

コ
ロ
バ
セ

コ
ロ
バ
セ
(
®
①)

・
ソ
レ

オ
シ
キ
リ
ダ

オ
シ
キ
リ
ダ
（
⑪
②）

・
ソ
レ

キ
ャ
ー

ダ
セ

キ
ャ
ー

ダ
セ
（
⑪
③）

・
ソ
レ

キ
ャ
ー

コ
メ

キ
ャ
ー

コ
メ
（
⑪
否))

・
ソ
レ

オ
ナ
ラ
シ
ダ

オ
ナ
ラ
シ
ダ
（
⑪
⑤）

⑪
①
\

®
⑤
は
お
の
お
の
代
か
き
に
か
か
わ
る
作
業
内
容
の
指

ぷ
に
な
っ

て
い
る 。
コ
ロ
バ
シ
↓
オ
シ
キ
リ
↓
カ
イ
ダ
シ
（
水
を

出
す）
v

カ
イ
コ
ミ
（
水
を
入
れ
る）
v

ナ
ラ
シ
（
均
化）
と

い
っ
た
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
あ
る 。
静
岡
県
田
方
郡
韮
山
町
酌

条
真
如
に
は 、

代
か
き
の
囃
し
口
と
し
て 、

高
い
所
は
山
だ
そ

低
い
所
は
谷
だ
ぞ

そ
れ
や
れ

そ
れ
や
れ

と
い
っ

た
も

の
か
伝
え
ら
れ
て
い
る 。
代
の
均
化
を
指
小
す
る
も
の
で
あ
る
C

こ
れ
に
対
し
て 、
御
殿
場
市
中
畑
で
は 、
代
か
き
に
次
の
言
い
く

さ
を
口
誦
し
た
と
い
う 。

・
ド
ッ
コ
イ

ド
ー

ダ
イ

ド
ー

シ

人
は
ド
ラ
ブ
テ

1 78 � 

（
道
志）
の
姉
ち
ゃ

ん

そ
れ
も
出
間
の
利
と
な
る 芋

種
売
っ

て
も

（
⑭
⑥）
 

⑪
⑥
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は

ド
j

を
同
音
反
復
の
頭
韻
と
し

て
使
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る 。
定
着
し 、
伝
承
さ
れ
た
U
涌
表

視
の
中
に
は
同サ
昌以
後
に
よ
っ

て
表
視
を
整
え
る
も
の
か
見
受
け



ら
れ
る
か
こ
れ
も
そ
の
―
つ
で
あ
る 。―
人
は
ド
ラ
プ
テ

の
意
味

か
不
明
で
あ
る
た
め
全
体
の
意
味
が
と
り
に
く
い 。
道
志
は
隣
接

す
る
山
梨
県
の
地
名
で
あ
る 。

昭
和
五
十
九
・
1ハ
十
両
年
度
に
静
岡
県
教
育
委
員
会
は
全
県
的

な
民
謡
調
杏
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が 、
そ
の
際
多
く
の
貨
重
な

(

9
)

 

資
料
を
収
録
し
て
い
る 。
中
に 、
労
作
唄•
稲
作
関
係
の
民
謡
も

多
く 、
代
か
き
に
か
か
わ
る
も
の
も
あ
る 。
次
に
示
す
も
の
は 、

駿
東
郡
長
泉
町
下
土
狩
の
長
島
し
つ
さ
ん
（
明
治
三
十
八
年
生
ま

れ）
の
伝
え
る
も
の
で 、
一
代
か
き
唄」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が 、
実
態
は
一
言
い
ぐ
さ」
で
あ
り 、
＿
囃
し
LI」
で
あ
る 。

•
沢
地
の
ほ
ら
で
も

朝
日
か
さ
す
か
よ
（
⑪
⑦）

ホ
ラ
(
©
①)

•
十
八
ゃ

娘
か

三
ー
は
年
増
か
（
⑪
⑧）

ホ
ラ
(
©
①)

•
Fi
十
は
婆
さ
ん

決
ま
っ
た
も
ん
だ
よ
(
®
⑨)

ホ
ラ
(
©
①)

麦
で
も
炊
か
せ
り
ゃ

ホ
ラ

そ
れ
こ
い

•
鼻
取
り
ゃ
八
は
い

（

⑪u

)
 

ホ
ラ
（
◎
①）

6
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巧
者
な
も
ん
だ
よ
（
⑪
⑩）

そ
れ
こ
い
(
©
②)

代
か
き
十
ぱ
い

押
し
て
け
つ
い
て
け

（
⑧
⑫）
 

•
五
日
に
ゃ
し
て
や
れ

そ
れ
こ
い

そ
れ
こ
い

•
長
窪
ILi
植
で

タ
ケ
ノ
コ
輪
切
れ
だ
（
⑪
⑬）

•
ア
ー

強
飯
ょ

食
っ

て
き
た
か
（
⑪
⑭）

ホ
ラ

そ
れ
こ
い

そ
れ
こ
い
(
©(2)）

•
お
さ
ん
と
寝
る
か
よ

ボ
タ
モ
チ
食
う
か
よ
(
(
B)

⑮）

ホ
ラ
(
©
Q)

・
ボ
タ
モ
チ
ゃ

昼
食
っ

て

お
さ
ん
と
は
夜
寝
る
（
⑧
⑮）

そ
れ
こ
い

そ
れ
こ
い
(
(◎(3)）

•
お
さ
ん
床
と
れ

も
よ
ぎ
の
蚊
帳
つ
れ
(
@
⑰)

ホ
ラ
(
©
↑)）

•
裸
で
這
い
込
め

そ
れ
こ
い
そ
れ
こ
い
（
⑪
⑱）＼
ー
／

＼
ー
／

右
に
紹
介
し
た
長
泉
町
の
代
か
き
囃
し
11
は 、
4
.
4 、
4
.
4

を
基
本
と
し
て
お
り 、
音
数
律
は
櫓
囃
し
と一
致
し
て
い
る 。
複

数
名
で
作
業
を
す
る
時 、
⑪
⑦
を
音
卯
出
し
か
口
誦
し 、

©
①
を

そ
の
場
に
い
る
複
数
の
者
か 、
掛
け
声
と
し
て
一
斉
に
発
す
る 。

そ
れ
を
符
っ

て
1肯
碩
出
し
に
よ
っ

て
⑪(8)
か
誦
さ
れ
る
と
い
う
形

で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
で）（2）
．

©
③
は
い
ず
れ
も
©
①
の

変
形
と
考
え
れ
ば
よ
い 。
内
容
的
に
は
杯
情
を
枯
凋
と
す
る
も
の

で
あ
り 、
労
作
唄一
般
の
頼
向
を
示
し
て
い
る 。
た
だ 、
特
徴
的

な
も
の
と
し
て
礼
日
さ
れ
る
点
は 、
間
答•
掛
け
合
い
の
形
式・

内
容
か
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る 。
そ
の
典
型
的
な
部
分
は 、
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⑧
⑮
（
問）
↓
↑

⑪
⑯
（
答）
で
あ
り 、

⑪
⑰・
⑪
⑱
は 、
⑪
⑯

の
展
開
と
な
る 。
⑪
⑧
（
間）
↓
↑

⑪
⑨
（
答）
も 、
⑪
⑨
は 、

®
⑧
の
問
い
の
内
容
に
適
確
に
答
え
た
も
の
で
は
な
い
が
返
答
の

形
を
示
し
て
い
る 。
さ
ら
に
礼
意
し
て
み
る
と 、

⑧
⑦・
⑪
⑭
に

も
問
い
の
形
が
見
ら
れ
る 。
こ
う
し
て
み
る
と 、
囃
し
口
の
形
式

•
内
容
の
一
っ
に
「
問
答
型」「
掛
け
合
い
型」
か
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る 。
長
泉
町
の
代
か
き
囃
し
口
を
分
析
し
て
み
る
と 、
複
数

の
者
が
働
く
労
働
の
場
で 、
臨
機・
随
意 、
即
邸
的
に
役
割
分
担

を
し 、
問
答•
掛
け
合
い
で
囃
し
口
を
口
誦
し
て
い
た
と
い
う
事

実
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る 。

御
殿
場
市
や
長
泉
町
の
代
か
き
囃
し
ロ
・

言
い
ぐ
さ
で 、
い
ま

―
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る 。
そ
れ
は 、
こ
の
地
方
に
お
い
て

は 、
唄
を
伴
わ
な
い 、
囃
し
口
の
み
の 、

作
業
唄
的
il
誦
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
こ
の
こ
と
は 、
鹿
児
島
県
の
潮

替
節
と
櫓
漕
ぎ
唄
の
成
立
過
程
の
腑
分
け
を
す
る
ヒ
ン
ト

を
与
え

て
く
れ
る
の
で
あ
る 。
本
来 、

唄
と
囃
し
詞
の
組
合
わ
せ
で
成
立

し
た
潮
替
節
が
あ
り 、
一
方 、
囃
し
口
と 、
囃
し
詞
と
で
成
立
す

る
「
櫓
囃
し」
も
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た 。
い
わ
ば 、
唄
の
な
い

櫓
漕
ぎ
唄 、

囃
し
口
と
囃
し
詞
の
み
の
櫓
囃
し
が
感
ん
に
行
わ

れ 、
そ
れ
が
や
が
て 、
七
・

七
•

七
•

五
の
唄
と
結
び
つ
い
て
ゆ

く
の
で
あ
る 。
そ
の
典
刑
が
佐
多
町
の
山
野
熊
助
翁
の
伝
承
す
る

民謡と囃し 1 1

唄
と
囃
し
口
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か 。
な
お 、
長
泉
町
に
は

田
の
草
取
り
唄
も
あ
り 、

次
の
よ
う
な
―
囃
し
口」
か
あ
る 。

「
ア
ア

立
っ

て
き
ち
ゃ
目
に
つ
く

ハ
ッ

テ
コ
イ

ハ
ッ
テ
コ

ィ一（
⑪
⑲） 。
田
の
点
の
現
場
と
ヨ
バ
イ
の
惜
景
を
掛
け
た
も
の

で
あ
る 。

五
•

麦
機
唄

昭
和
五
十
九
•

六
卜

年艮
の
静
岡
県
民
謡
調
杏
で
は
多
く
の
友

(
10)
 

棉
き
唄
も
収
録
で
き
た 。
そ
の
中
に
は
―
囃
し
ロ―
を
伴
う
も
の

も
い
く
つ
か
あ
る 。

田
方
郡
韮
山
町
山
木•
岩
田
と
め
さ
ん
（
明
治
二
十
六
年
生
ま

れ）
の
伝
承
す
る
も
の
に
次
の
巾
例
か
あ
る 。

ヘ
麦
ょ

拇
い
て

夜
麦
ょ

拇
い
て

お
手
に
豆
か
九
つ

九
つ
の

豆
見
れ
ば

生
ま
れ
た
在
所
か
恋
し
ゅ

い
(
®
①)

ほ〉．
I＇

，

6

•
ア
ア

ト
ン
ト
コ

訃巧
卜
�

拇
け
た
か

む
け
た
か

よ

い
こ
に
な
っ
た
か

ト
ン
ト
コ
ト
ン
（
⑪
①）

田
力
郡
函
南
町
平
井•
岩
本
ふ
み
え
さ
ん
（
明
治
二
十
四
年
4

ま
れ）
ほ
か
は
次
の
例
を
伝
承
し
て
い
る 。

ヘ
友
拇
い
て

孜
友
拍
い
て

お
丁
に
立
か
九
つ

九
つ
の
豆
見

れ
ば

生
ま
れ
た
在
所
が
恋
し
や

恋
し
く
ば
た
ず
ね
米
て
み

ろ

侶
田
の
森
の
く
ず
の
＂呆
(
®
②)

- 180 -



月•
ア
ア

ト
ン
ト
コ

い
こ
に
な
っ
た
か

シ
ン
(
®
②)

田
方
郡
修
善
寺
町
堀
切
•

荻
島
恒
哉
さ
ん
（
明
治
三
十
四
年
生

ま
れ）
は
次
の
唄
を
伝
承
す
る 。

ヘ
麦
機
い
て

夜
麦
揺
い
て

せ
ど
の
浜
に
出
て
み
れ
ば

入
船

の
船
頭
さ
ん
が

釣
竿
か
つ
い
で
釣
に
行
く

釣
竿
は
紫
竹
の

竹
よ

糸
は
三
味
の
三
の
糸
(
®
③)

・
ト
ン
ト
ン
床
と
れ

モ
ヨ
ギ
の
蚊
帳
つ
れ

裸
で
這
い
込
め

言
い
ぐ
さ
た
っ

ぷ
り

ヒ
タ
ジ
が
こ
ぼ
れ
る

こ
ぼ
れ
る
ヒ
タ

ジ
は

ス
イ
だ
よ
味
噌
だ
よ

ア
ー

ト
ン
ト
ン
床
と
れ

機

け
た
か

む
け
た
か

よ
い
こ
に
な
っ
た
か
（
⑪
③）

®
①
＼

③
は 、

中
世 、

鎌
倉
文
化
圏
に
あ
っ
た
伊
豆
に
伝
え
ら

れ
た
古
い
型
の
麦
棉
唄
で
あ
る 。
そ
れ
は 、
近
世
型
の
七
•

七
・

七
•

五
と
は
異
る
音
数
律
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
わ
か

る 。
®
e
と
®
②
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り 、
®
③
も 、
伊
豆
地

方
に
は
類
似
の
歌
詞
が
多
く 、
®
①
型
と
セ
ッ
ト

を
な
し
て
い
る

場
合
が
多
い 。
「
お
手
に
豆
が
九
つ」
に
つ
い
て
は
柳
田
翁
も
ふ

(

11
)
 

れ
て
お
り 、
麦
提
唄
に
つ
い
て
は
筆
者
も
若
干
の
考
察
を
加
え
た

(

12
)
 

こ
と
が
あ
る 。

⑧
②
「
ド
ッ
シ
ン

1993. 6 5巻 1号文 学 ・ 芸術 ・ 文化

拇
け
た

も
ひ
と
つ
お
ま
け
に

ト
ン
ト
コ

ド
ッ
シ
ン」
も
杵
音
の
擬
声
語
で
あ
る 。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
囃
し
詞
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る 。
⑪

\
|
)

‘_|

）

 

①
・

⑧
②
の
®
の
部
分
が
囃
し
口
で 、
4
.
4 、
4
.
4
の
音
数

律
と
な
っ

て
お
り 、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
潮
替
節
や
代
か
き
の
囃

し
口
と
同
じ
で
あ
る 。
内
容
も 、
麦
の
精
白
状
況
を
問
う
形
で 、

代
か
き
の
問
答
型
と
頬
似
の
形
式
で
あ
る 。
「
よ
い
子
に
な
っ
た

か」
と
い
う
表
現
は
擬
人
法
で
親
し
み
を
増
し
て
い
る 。

麦
掲
唄
に
か
か
わ
る
囃
し
口
と
し
て
®
③
も
注
目
さ
れ
る 。

「
提
け
た
か

む
け
た
か

よ
い
こ
に
な
っ
た
か」
は
®
①・
®

②
と
共
通
し
て
お
り 、
こ
れ
が
麦
棉
唄
の
囃
し
口
と
し
て
は
最
も

一
般
性
の
強
い
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
「
ト
ン
ト
ン
床
と

れ」
が
二
回
反
復
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が 、
こ
の
中
の
「
ト
ン

ト
ン」
が
杵
音
の
擬
声
語
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い 。
そ

の 、
「
ト
ン
ト
ン」
の
「
ト
ン」
を
受
け
て
「
ト
コ」
の
「
卜’」

を
引
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
D
誦
民
俗
と
し
て
優
れ
て
い
る
と

言
え
る 。
「
ト
ン
ト
ン
ト
コ
ト
レ」
と
ま
こ
と
に
美
し
い
同
音
反

復
が
出
来
あ
が
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
こ
う
し
た
視
点
で
見
て

•
•
•

•
•
•
•

 

ゆ
く
と 、
「
ハ
ダ
カ
デ
ハ
イ
コ
メ」
「
ヒ
タ
ジ
が
こ
ぼ
れ
る

こ
ぼ

•
•
•
•
•

 

れ
る
ヒ
タ
ジ
は

ス
イ
だ
よ
味
噌
だ
よ

ア

ト
ン
ト
ン

ト
コ

ト
レ

掲
け
た
か

む
け
た
か

よ
い
こ
に
な
っ
た
か」
と 、
み

ご
と
な
同
音
反
復
構
成
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
さ
ら

に 、
「
ヒ
タ
ジ
が
こ
ぼ
れ
る

こ
ほ
れ
る
ヒ
タ
ジ
は」
に
お
い
て
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野本

は
尻
取
り
連
鎖
表
現
も
使
わ
れ
て
い
る 。
そ
う
し
て
ま
た 、
「
床

と
れ」
i

蚊
帳
つ
れ」
「
這
い
込
め」
と
命
令
形
を
畳
み
か
け
て
い

る
と
こ
ろ
も
リ
ズ
ム
構
成
を
有
効
に
し
て
い
る 。
⑪
③
の
囃
し
口

は 、
庶
民
の
言
語
感
覚
の
す
ば
ら
し
さ 、
口
誦
民
俗
の
魅
力
を
余

す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
傑
作
だ
と
言
え
よ
う 。
な
お 、
代
か
き
囃

し
口
の 、
「
お
さ
ん
床
と
れ

も
よ
ぎ
の
蚊
帳
つ
れ

裸
で
這
い

込
め」（
⑪
⑰）
の
部
分
は 、
麦
拇
唄
の
囃
し
口
⑧
③
の
影
響
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
そ
れ
は 、「
お
さ
ん
床
と
れ」
よ
り 、「
ト

ン
ト
ン
床
と
れ」
の
方
が 、
音
韻
要
素
軍
視
の
囃
し
口
の
原
理
性

に
叫
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る 。

民謡と囃しロ

六
•

秩
父
音
頭

「
囃
し
口」
を
伴
う
民
謡
と
し
て
は
作
業
唄
か
多
い
の
で
あ
る

が 、
そ
れ
は
決
し
て
作
業
唄
の
み
で
は
な
い 。
埼
玉
県
秩
父
地
方

の
豊
年
踊
り
に
歌
わ
れ
る
「
秩
父
音
頭」
に
は
囃
し
口
が
あ
る 。

へ
ハ
ア
ー

エ

鳥
も
渡
る
か

あ
の
山
越
え
て

鳥
も
渡
る
か

あ
の
山
越
え
て

雲
の
ナ
ア
ー

ア
ーエ

雲
の
さ
わ
立
つ

レ
サ
奥
秩
父
(
®
①)

ヨ
ー

イ

ア

ヨ
ー

イ
ア
ナ
(
©
①)

秩
父
銘
仙

機
ど
こ
ろ
(
®

ヨ
ー

イ

ヘ
咲
く
は
LI
吹

②)
 

つ
つ
じ
の
花
よ

ァ

ス
ッ

チ
ョ
イ

ス
ッ

チ
ョ
イ

ス
ッ

チ
ョ
イ
ナ

ス
ッ

チ
ョ
イ
バ
ケ
ツ
が
十
三
銭

安
い
と
思
っ
た
ら
底
ぬ
け
だ
(
®

①)
 

ヘ
工
の
た
め
な
ら
貨
機
夜
機

た
ま
に
ゃ

寝
酒
も
買
う
て
お
く

(
®
③)
 

•
ア

押
せ
押
せ
押
せ
な

押
し
て
も
い
い
か
ら
突
っ

つ
く
な

突
っ

つ
き
よ
う
で
卒
む
よ

卒
ん
だ
っ

て
か
ま
わ
ん
よ
（
⑧

②)
 

ヘ
炭
の
俵
を
編
む
手
に
輝
か 、
き
れ
り
ゃ

雁
坂
雪
が
降
る
(
®

④)
 

•
ア

ソ
ウ
ト

モ

ソ
ウ
ト

モ

ソ
ウ
ダ
ン
ベ

ア
チ
ャ
ム
チ
ャ

ダ
ン
ベ
に
吊
る
し
柿

お
か
し
か
っ
た
ら
お
笑
い
な

お
ら
ん

方
じ
ゃ
こ
う
だ
よ
(
®
③)

唄
に
対
し
て
基
本
的
な
囃
し
詞
は
©
①
で
あ
る 。
し
か
し 、

⑧

①
の
「
ス
ッ

チ
ョ
イ

ス
ッ

チ
ョ
イ

ス
ッ

チ
ョ
イ
ナ」 、

⑧
②

の
「
押
せ
押
せ
押
せ
な」 、

⑪
③
の
「
ソ
ウ
ト

モ

ソ
ウ
ト

モ

ソ
ウ
ダ
ン
ベ―
も
同
じ
音
数
で
あ
り 、
囃
し
詞
の
性
格
を
持
つ 。

⑪
\

®
③
で
は
お
の
お
の 、

囃
し
詞
的
な
部
分
に
―
囃
し
口」

を
直
結
さ
せ
て
口
誦
す
る
と
こ
ろ
が
特
色
で
あ
る 。
秩
父
音
頭
の

囃
し
口
の
内
容
は 、
滑
稽
さ
を
特
色
と
し
て
い
る 。
⑪
③
は 、「
ダ

ン
ベ」
と
い
う
方
言
と 、

名
物
の
吊
し
柿
を
郷
土
の
特
色
と
し
て

- 1 82 -
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誇
ホ
し 、
お
ら
ん
方
（
自
分
達
の
ム
ラ）

だ
と
主
張
し
て
い
る 。

こ
の
民
謡
に
お
い
て
も 、
当
然 、
唄
は
昔
頭
出
し
か
交
替
で 、

囃
し
は
囃
し
方
が
複
数
で 、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が 、

一
節一
節
の
間
に
囃
し
詞 、

囃
し
口
が
入
る
の
で
音
頭
出
し
は
そ

の
間
に
咽
喉
を
休
め
て
次
の
歌
詞
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
し 、
囃

し
詞
・

囃
し
口
を
境
に
し
て
音
頭
出
し
の
交
替
が
可
能
に
な
る 。

で
は
こ
れ
か
特
色
な
の

5巻 1 号

む
す
び

さ
て 、

右
に 、
「
潮
替
節」
「
櫓
漕
ぎ
唄
」
「

木
挽
唄」
「
馬
方
節」

「
代
か
き」
「
麦
掲
唄
」
「
秩
父
音
頭」
な
ど
に
か
か
わ
る
「
囃
し

ロ」
を
筆
者
の
収
集
資
料
お
よ
び 、
編
集
に
か
か
わ
っ
た
資
料
等

を
中
心
に
し
て
通
菜
し
て
き
た 。
「
囃
し
口」
は 、

右
の
ほ
か 、

「
ハ
イ
ヤ
節」
「
球
摩
六
関
子」
「
信
濃
追
分」
な
ど
様
々
な
民
謡
に

見
ら
れ
る 。
有
明
海
沿
岸
で
干
拓
労
働
の
際
に
歌
わ
れ
た
民
謡
が

あ
り 、
そ
れ
は 、
「
ガ
タ
イ
ネ
節」
「
新
地
節」
な
ど
と
呼
ば
れ 、

「
囃
し
口」
を
伴
う
も
の
も
多
い 。
「
ガ
タ
イ
ネ
節」
と
そ
れ
に
伴

う
「
囃
し
口」
に
つ
い
て
は
若
干
の
整
理
報
告
を
し
た
こ
と
が
あ

(
13)
 

る
の
で 、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
収
め
な
か
っ
た 。
右
に
見
て
き
た
事

例
に
限
っ

て
み
て
も
「
囃
し
口」
が
持
つ
い
く
つ
か
の
特
色
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る 。
そ
の
特
色
を
列
挙
し
て
み
よ
う
C

文学 ・ 芸術 ・ 文化

m
·

「
囃
し
n」
は
多
く
の
民
謡
に
見
ら
れ
る
か 、
そ
の
�
流
は

竹
梨
咀
で
あ
り 、
し
か
も 、

｛凡
の
リ
ズ
ム
を
以
っ

て
竹
業
を

続
け
る
べ
き
労
働
に
か
か
わ
る
例
が
多
い 。

の
·

l

囃
し
□―
の
音
数
律
に
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
か
あ
る

が 、

鹿
児
島
県
笠
沙
町
の
＿
櫓
囃
し」 、

新
腐
県
の
「
馬
方

節」 、

静
岡
県
御
殿
場
周
辺
の
代
か
き
の
囃
し
口 、

伊
豆
の

＼
ー
）

＼
ー
／

「
麦
棉
唄」
な
ど
は
い
ず
れ
も 、
4
.
4 、
4
.
4 、
の
リ
ズ

ム
を
構
成
し
て
お
り 、
他
に
も
4
音
を
基
本
と
す
る
も
の
か
多

い 。
こ
の
音
数
律
は 、
作
業
の
リ
ズ
ム
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
か

ら
広
い
地
域
で
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
八
丁
櫓
で 、

八
人
の
呼
吸
と
リ
ズ
ム
を
合
わ
せ
る
べ
き
櫓
泄
ぎ
に
伴
っ

て 、

、\ _
l

ヽ
ー
1

4
.
4 、
4
.
4

型
の
櫓
囃
し
が
発
生
し
た
の
は
極
め
て
自
然

で
あ
り 、
か
つ
合
理
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う 。

③•
作
業
唄
の
一
般
性
と
し
て 、
恋
情
発
想
•

春
情
発
想
に
も
と

づ
く
も
の
や 、

時
に
滑
稽
さ
・

猥
雑
さ
を
含
む
も
の
が
多
い

が 、

囃
し
口
に
お
い
て
も
そ
れ
が
内
容
的
な
―
つ
の
特
色
と

な
っ

て
い
る 。

①
•

佐
多
町
櫓
囃
し
の
®
⑬
↓
A
'

⑪
⑭ 、

長
泉
町
の
代
か
き
囃
し

口
の
⑧
⑮
↓↑

⑧
⑯ 、
同
⑪
⑧
↓
↑

⑪
⑨
な
ど
に
は
掛
け
合
い

・
問
答
の
形
式
が
見
ら
れ 、
他
に
も
問
か
け
句
法
の
形
も
い
く

つ
か
あ
る 。
こ
の
こ
と
は 、
複
数
の
人
間
が
同
じ
労
働
に
か
か
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わ
る
場
面
で 、
例
え
ば 、

男
女
の
恋
人
同
志
に
扮
し
て
掛
け
合

い
を
す
る
と
い
う
形
と
な
り 、
労
働
の
場
面
に 、
劇
的
な
躍
動

感
を
導
入
し 、
活
力
を
生
み
出
す
刺
激
と
な
る 。
一
方 、
甲
が

女
と
な
り 、
ー
つ
の
囃
し
口
を
誦
す
る
の
を
受
け
て 、
乙
が
男

の
立
場
で
そ
れ
に
対
す
る
返
答
の
囃
し
口
を
述
べ
る
と
い
う
展

開
に
な
る
の
で
あ
る
が 、
こ
の
こ
と
は 、

自
然
の
流
れ
の
中

で 、
口
誦
者
を
交
替
さ
せ
る
こ
と
に
な
り 、
囃
し
口
を
継
続
的

に
口
誦
す
る
の
に
好
都
合
と
な
る 。
一
人
の
人
間
が
口
誦
を
続

け
る
こ
と
は 、
厳
し
い
作
業
を
し
な
か
ら
で
は
困
難
な
こ
と
な

の
で
あ
る 。

⑤·
民
謡
の
中
に
は 、
歌
詞
の
中
に
そ
の
作
業
の
注
意
事
項
や
要

領
を
教
訓
的
に
歌
い
込
ん
で 、
そ
れ
に
よ
っ

て
技
術
伝
承
を
意

図
す
る
も
の
か
あ
る 。
囃
し
口
の
中
に
も 、
た
と
え
は 、
笠
沙

の
櫓
囃
し 、

⑪
④・
®
⑥
な
ど
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る 。
御
殿
場

市
富
士
岡
地
区
の
囃
し
口
は
作
業
内
容
を
直
接
指
示
命
令
す
る

形
で
あ
る 。
囃
し
LJ
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
命
令
口
調
も
こ
れ

と
か
か
わ
る 。

①
·

囃
し
口
の
目
的
は 、

作
業
効
率
を
あ
げ
る
た
め
の
リ
ズ
ム
の

形
成
に
あ
る
の
だ
か 、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に 、
作
業
に
と

も
な
っ

て
発
す
る
音
響
を
擬
声
語
と
し
て
囃
し
口
の
中
に
導
人

し
て
い
る
も
の
が
あ
る 。
「
木
挽
唄」
®
② 、
「
馬
方
節―
⑧

民謡と 囃 し 口

① ‘
—
麦
捷
唄」
⑧
①
·

⑧
②
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る 。
そ
の

他 、

代
か
き
の
囃
し
口
⑪
⑥ 、
「
麦
提
唄」
®
③
な
ど
に
同
音

反
復
表
現
が
み
ら
れ 、
い
ず
れ
も
口
誦
の
効
果
を
高
め
て
い

る 。
⑦・
囃
し
口
を
継
誦
す
る
方
法
と
し
て 、
①
て
ふ
れ
た
よ
う
な
問

答•
掛
け
合
い
が
有
効
に
働
い
た
の
で
あ
る
か 、
他
に 、
笠
沙

の
櫓
囃
し
に
お
け
る
「
ヘ
ン
ヨ
イ」 、

佐
多
の
櫓
囃
し
に
お
け

る
「
ヤ
ー
シ
ョ
イ
サ」 、

長
泉
町
の
代
か
き
囃
し
口
に
お
け
る

「
ホ
ラ」
な
ど
の
囃
し
詞
も
重
要
な
働
き
を
し
た 。
音
頭
出
し

的
な
口
誦
者
が
囃
し
口
を
誦
す
る
と
次
に
複
数
の
者
が一
斎
に

囃
し
詞
を
誦
す
る 。
そ
れ
を
シ
オ
に
口
誦
者
が
交
替
す
る
と
い

う
形
に
な
る
の
で
あ
る 。

③
•
「
囃
し
11」
は
時
に
猥
雑
な
内
容
を
含
み 、
自
ltI
で
開
放
的

に
語
ら
れ
て
き
た 。
そ
こ
に
は 、
庶
民
の
柔
軟
な
発
想
•

生
々

し
い
言
語
感
覚・
素
朴
な
修
辞
法
•

土
や
潮
の
香
に
満
ち
た
文

学
性
な
ど
が
こ
め
ら
れ
て
い
る 。

「
囃
し
口」
は 、
右
に
見
た
よ
う
な
特
質
を
備
え
て
お
り 、
決

し
て 、
民
謡
歌
唱
者
・

民
謡
記
録
者・
民
謡
研
究
者
な
ど
に
よ
り

恣
意
的
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り 、
忘
れ

去
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い 。
や
や
遅
き
に
失
し
て
は
い
る

が 、

「
囃
し
口」
と
い
う 、
す
ぐ
れ
た
―
□
誦
民
俗
文
化―
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の
資
料
を
積
極
的
に
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

注(
1)
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柳
田
国
男
は
一
九
二
七
年
「
民
謡
の
今
と
者」
の
中
で
踊
歌
・

木
造
唄
の
「

囃
し」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る 。
中
で 、「
踊
歌

に
は 、

殊
に
囃
し
が
多
い 。
恐
ら
く
こ
れ
は 、

相
手
が
目
に
見

え
ぬ
精
霊
で
あ
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
だ
と
思
ふ 。
い
ま

は
『
ど
っ
こ
い
／
＼』
に
な
っ

て
居
る
が 、
こ
れ
は
『
ど
こ

へ
J

の
こ
と
で
あ
ろ
う 。
『
な
ん
だ
そ
れ』
即
ち
疑
問
か
ら
出
て

ゐ
る
言
葉
で
あ
る
：· o」

と
い
っ
た 、
「

囃
し
詞
の
語
源
•

発
生

に
剥
す
る
発
言
は
注
目
さ
れ
る
（『
定
本
柳
田
国
男
集』
第一
七

巻
・

筑
摩
書
房） 。

(
2)

折
口
信
夫
は 、
一
九
二
八
年
「
翁
の
発
生」
の
中
で 、
「
は
や
す

と
言
ふ
の
も
伐
る
事
な
の
で
す 。
は
な
す
•

は
が
す
（
が
は
鼻

濁
音）
な
ど
と一
類
の
語
で 、

分
裂
さ
せ
る
義
で 、
ふ
ゆ
•

ふ

や
す
と
同
じ
く 、
霊
魂
の
分
列
を
意
味
し
て
ゐ
る
ら
し
い
の
で

す 。」
と
述
べ
て
い
る 。（『
折
口
信
夫
全
集』
第
二
巻

•
中
央
公

論
社
）。
一
九
七―
年＇
刊
の
『
日
本
民
謡
辞
典』
仲
井
幸
二
郎
・

丸
山
忍
•

三
隅
治
雄
編
（
東
京
堂
出
版）
の
「
は
や
し
こ
と

ば」
の
項
に
は 、

前
記
の
柳
田
・

折
口
の
見
解
を
ふ
ま
え
た
も

の
と
思
わ
れ
る
次
の
記
述
が
あ
る 。「
単
な
る
う
た
の
調
子
を
整

え
る
声
楽
的
な
意
義
は
第
二
義
以
降
の
も
の
で
あ
り 、

根
源
的

5巻1号文学 ・ 芸術・文化

に
は 、
あ
る
種
の
唄
に
必
ず
入
れ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
呪
力
を

も
っ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。」

(
3)

今
井
通
郎
『
日
本
歌
謡
の
音
楽
と
歌
詞
の
研
究』
一
九
六
七

（
財
団
法
人
学
術
文
献
普
及
会） 。

(
4)

金
井
清
光
『
歌
謡
と
民
謡
の
研
究
・

民
衆
の
生
活
の
声
と
し
て

の
歌
謡
研
究』
一
九
八
七
（
桜
楓
社） 。

(
5)

新
村
出
編
『
広
辞
苑』
一
九
五
五
（
岩
波
書
店） 。

(
6)

仲
井
幸
二
郎
・

丸
山
忍
•

三
隅
治
雄
編
『
日
本
民
謡
辞
典』
i

九
七
二
（
東
京
堂
出
版） 。

(
7)

町
田
嘉
章•
浅
野
建
二
編
『
日
本
民
謡
集』
一
九
六
O
（
岩
波

書
店） 。

(
8)
「
立
神」
に
つ
い
て
は
次
の
論
が
あ
る 。

仲
松
弥
秀
「『
イ
ノ

|』
の
民
俗―
一
九
九
O
(『
民
俗
文
化』
第
二
号

・
近
畿
大
学

民
俗
学
研
究
所
）

．
拙
著
『
神
々
の
風
景
ー
ー

信
仰
環
境
論
の
試

み
ー
ーー

』
一
九
九
O
（
白
水
社） 。

(
9)（
10)
静
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
盈
第
三
十
四
集
『
静
岡
県
の
民

謡」
一
九
八
六
（
静
岡
県
教
育
委
員
会） 。

(
11)

柳
田
国
男
『
民
謡
覚
書』
一
九
四
0
(『
定
本
柳
田
国
男
集』
第

十
七
巻
・
筑
摩
書
房） 。

(
12)

拙
論
「
麦
の
歌
謡

i
基
層
民
俗
か
ら
の
視
覚

l」
一
九

九
二
（『
歌
謡
・

研
究
と
資
料』
第
五
号

・
歌
謡
研
究
会） 。
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(
13)

拙
論
「
有
明
海
生
活
誌」
一
九
九一

近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所） 。

野本民謡と囃しロ

（『
民
俗
文
化』
第
三
号
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