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「
記
憶
言
語
」
と
人
麻
呂
歌
集
の
読
解
機
構
（
上
）

屋
名
池
　
誠

第
一
部　
﹁
記
憶
言
語
﹂
と
そ
の
特
性
─
瞽
女
唄
と
盲
僧
琵
琶
か
ら
考
え
る

一　
「
記
憶
言
語
」

一
・
一　

文
字
登
場
以
前
の
言
語  

文
字
は
︑
そ
の
場
で
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
な
く
残
存
す
る
が
︑
音
声
は
そ
の
場
で
揮
発
し
て
し
ま
う
︒
で

は
文
字
が
い
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
の
言
語
は
刹
那
的
性
格
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

文
字
の
残
存
性
に
よ
っ
て
︑
書
か
れ
た
言
語
の
同
一
性
は
︵
書
き
換
え
ら
れ
た
り
︑
消
さ
れ
た
り
し
な
い
限
り
︶
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
︑
時
間

を
越
え
て
の
伝
達
︵
記
録
︶
や
空
間
を
越
え
て
の
伝
達
︵
信
書
︶
が
可
能
に
な
っ
た
が
︑
文
字
が
な
い
・
使
え
な
い
場
合
に
も
︑
時
間
や
空
間
を

越
え
て
の
伝
達
が
必
要
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
必
要
が
あ
っ
た
以
上
︑
そ
の
方
法
も
あ
っ
た
︒
そ
の
方
法
と
は
︑
個
人
の
記
憶
に
頼
る
こ
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と
で
あ
る
︒
文
字
登
場
以
前
の
時
代
に
言
語
の
同
一
性
を
支
え
て
い
た
も
の
は
個
人
個
人
の
記
憶
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

文
字
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
な
の
か
︑
文
字
の
存
在
意
義
を
精
確
に
は
か
り
︑
他
方
で
最
初
期
の
文
字
表
記
が
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
は
ど
ん
な
言
語
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の
文
字
と
記
憶
の
質
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒

一
・
二　
「
記
憶
言
語
」　

音
声
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
る
音
声
言
語
と
︑
文
字
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
る
文
字
言
語
が
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
よ

う
に
︑
記
憶
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
︑
記
憶
に
よ
っ
て
同
一
性
が
保
持
さ
れ
る
言
語
は
︑
音
声
言
語
︑
文
字
言
語
と
は
異
な
る
性
質
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
︒
こ
れ
を
音
声
言
語
︑
文
字
言
語
に
対
し
て
﹁
記
憶
言
語
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
︒﹁
記
憶
言
語
﹂
は
︑
記
憶
の
中
に
︑
で
き

あ
が
っ
た
言
語
連
鎖
と
し
て
音
形
・
意
味
と
も
に
保
持
さ
れ
る
言
語
で
あ
っ
て
︑
音
形
の
み
を
記
憶
す
る
﹁
暗
誦
﹂
や
︑
内
容
を
記
憶
し
言
語
と

し
て
は
そ
の
都
度
生
成
さ
れ
る
﹁
記
憶
の
中
の
言
語
﹂
と
は
区
別
さ
れ
る
︒

　
﹁
記
憶
言
語
﹂
は
︑
文
字
の
登
場
以
来
︑
そ
の
役
割
の
ほ
と
ん
ど
を
文
字
言
語
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
現
代
で
は
口
上
や
俳
優
の

せ
り
ふ
︑
愛
唱
歌
の
歌
詞
や
愛
誦
す
る
短
歌
や
俳
句
な
ど
に
わ
ず
か
に
そ
の
余
映
を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

  

わ
れ
わ
れ
は
文
字
の
存
在
す
る
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
る
の
で
︑
文
字
が
出
現
す
る
以
前
の
世
界
で
の
言
語
の
あ
り
か
た
を
想
定
し
て

み
て
も
︑
ど
う
し
て
も
文
字
の
存
在
を
前
提
と
し
て
し
ま
う
︒
そ
も
そ
も
﹁
同
一
性
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
一
字
一
句
ち
が
わ
な
い
﹂
な
ど
と
い
う

あ
り
方
は
︑
受
信
者
の
記
憶
に
頼
る
以
外
に
は
異
同
を
確
認
す
る
方
法
が
な
い
時
代
に
は
存
在
せ
ず
︑
文
字
が
出
現
し
て
か
ら
そ
の
不
変
性
に
依

存
し
て
は
じ
め
て
う
ま
れ
た
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

二　
「
記
憶
言
語
」
の
特
性
探
求
の
方
法

二
・
一　

盲
人
の
語
り
物　

こ
う
し
た
現
代
に
あ
っ
て
︑
文
字
の
影
響
を
こ
う
む
ら
な
い
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
本
然
の
あ
り
か
た
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
︑
文
字
習
得
以
前
に
視
力
を
失
っ
た
全
盲
の
人
た
ち
が
伝
え
る
語
り
物
の
芸
能
を
措
い
て
な
い
で
あ
ろ
う
︒

  

こ
う
し
た
語
り
物
の
う
ち
︑
演
唱
の
実
際
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
越
後
の
瞽
女
唄
と
日
向
の
盲
僧
琵
琶
︑
肥
後
の
座
頭
琵
琶
の
み
で
あ
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る
︒
残
念
な
が
ら
︑
現
在
で
は
そ
の
す
べ
て
の
伝
承
者
が
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
幸
い
少
数
な
が
ら
録
音
や
文
字
化
さ
れ
た
資
料
が
残
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
同
一
人
が
同
じ
演
目
を
別
の
機
会
に
演
唱
し
た
も
の
を
聞
き
く
ら
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
記
憶
言
語
﹂
が
保
持
す

る
﹁
同
一
性
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

二
・
二　

越
後
の
瞽
女
唄　

瞽
女
は
古
く
は
全
国
各
地
で
活
躍
し
た
よ
う
だ
が
︑
最
後
ま
で
演
者
が
残
っ
た
の
は
越
後
で
あ
っ
た
︒
瞽
女
は
︑
数

人
で
一
行
を
組
み
︑
毎
年
一
定
の
経
路
で
長
旅
の
巡
業
を
お
こ
な
っ
た
︒
瞽
女
唄
は
養
蚕
︑
子
安
に
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
︑
各
地
で
温
か
く
迎
え

ら
れ
︑
巡
業
に
あ
た
っ
て
は
村
々
の
比
較
的
余
裕
の
あ
る
家
々
を
定
宿
に
し
た
︒
地
域
ご
と
に
自
治
的
な
仲
間
集
団
を
形
成
し
︑
瞽
女
唄
の
伝
承

も
異
な
っ
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
で
は
親
方
を
中
心
に
︑
恣
意
に
奔
っ
た
演
目
の
文
言
の
改
変
を
許
さ
な
か
っ
た
ほ
ど
︑
そ
の
芸
の
正
確
な
継

承
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
た
︒

  

高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ⎠

1
⎝

氏
︵
一
八
九
八
～
一
九
八
三
︶
と
阿
賀
北
瞽
女
・
小
林
ハ
ル
氏
︵
一
九
〇
〇
～
二
〇
〇
五
︶
は
き
わ
め
て
多
く
の
演

目
を
保
持
し
て
い
た
優
れ
た
瞽
女
で
あ
り
︑
と
も
に
国
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
黄
綬
褒
章
を
受
章
し
て
い
る
︒
残
念
な
が
ら
杉
本
キ
ク
エ
氏

の
全
演
目
の
録
音
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
残
さ
れ
て
い
る
録
音
も
当
該
演
目
の
全
長
に
及
ば
な
い
も
の
が
多
い
が
︑
多
く
の
演
目
で
複
数
回
の
演

唱
の
録
音
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
演
唱
ご
と
の
ち
が
い
を
く
わ
し
く
対
照
で
き
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
︒
小
林
ハ
ル
氏
は
複
数
回
の
演
唱
を
対
照
で

き
る
演
目
は
ご
く
少
な
い
が
︑
全
演
目
の
全
長
に
わ
た
る
録
音
が
残
さ
れ
て
い
る⎠

2
⎝

︒
現
役
で
巡
業
を
続
け
た
最
後
の
瞽
女
で
あ
っ
た
長
岡
瞽
女

︵
岩
田
組
︶
の
金
子
セ
キ
︵
一
九
一
三
～
？
︶・
中
静
ミ
サ
オ
︵
一
九
一
二
～
一
九
八
〇
︶
両
氏
に
も
︑
録
音
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
も

の
の
︑
別
個
の
音
源
に
基
づ
く
文
字
化
資
料
が
残
っ
て
い
る
た
め
︑
複
数
回
の
演
唱
を
対
照
で
き
る
演
目
が
あ
る
︒

二
・
三　

日
向
の
盲
僧
琵
琶　

平
家
を
語
る
全
国
の
盲
僧
達
が
琵
琶
を
三
味
線
に
持
ち
替
え
て
幕
府
の
庇
護
を
受
け
た
当
道
座
の
支
配
下
に
入
っ

た
こ
ろ
︑
琵
琶
に
の
せ
て
地
神
経
に
よ
る
地
神
︑
荒
神
︑
水
神
の
祓
い
・
祈
禱
を
お
こ
な
っ
て
き
た
九
州
の
盲
僧
︵
地
神
座
頭
︶
た
ち
は
︑
関
係

の
深
か
っ
た
天
台
宗
の
権
威
に
頼
っ
て
そ
れ
に
対
抗
し
︑
琵
琶
を
独
自
の
形
に
改
良
し
て
音
楽
的
な
可
能
性
を
高
め
つ
つ
︑
九
州
北
部
の
筑
前
の

成
就
院
を
中
心
に
玄
清
法
流
を
成
立
さ
せ
︑
一
方
九
州
南
部
で
は
島
津
家
の
庇
護
を
う
け
た
薩
摩
の
妙
音
寺
常
楽
院
を
中
心
に
常
楽
院
流
を
成
立

さ
せ
た
︒
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宮
崎
県
延
岡
の
天
台
宗
浄
満
寺
住
職
で
あ
っ
た
永
田
法
順
氏
︵
一
九
三
五
～
二
〇
一
〇
︶
は
最
後
の
琵
琶
盲
僧
と
い
わ
れ
た
人
で
︑
常
楽
院
流

に
属
し
︑
一
〇
〇
〇
軒
近
い
檀
家
を
祈
禱
に
回
り
︑
読
経
の
ほ
か
琵
琶
の
伴
奏
で
神
仏
混
交
の
長
編
の
神
話
的
物
語
で
あ
る
﹁
釈
文
﹂
を
唱
え
た

︵
盲
僧
は
寺
院
持
ち
で
あ
っ
て
も
葬
儀
な
ど
仏
事
は
お
こ
な
わ
な
い
︶︒
世
俗
的
な
語
り
物
の
伝
承
は
受
け
て
い
な
い
︒
幸
い
一
部
の
演
目
な
が
ら

別
の
機
会
の
二
回
の
演
唱
が
録
音
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
︑
今
回
の
調
査
対
象
に
で
き
た
︒

三　

語
り
物
の
音
楽
的
要
素
と
言
語
的
要
素

三
・
一  

瞽
女
唄
の
語
り
物
二
種　

瞽
女
の
語
り
物
に
は
﹁
祭
文
松
坂
﹂
と
﹁
口く

説ど
き

﹂
の
二
種
が
あ
る
︒
前
者
は
長
編
で
何
段
か
に
わ
け
ら
れ
︑

途
中
で
休
憩
を
と
り
な
が
ら
演
じ
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
﹁
段
物
﹂
で
あ
り
︑
後
者
は
一
段
仕
立
て
の
中
編
で
あ
る
︒
祭
文
松
坂
は
﹁
葛
の
葉
子
別
れ

︵
説
経
節
の
﹁
信
太
妻
﹂
に
当
た
る
︶﹂﹁
山
椒
大
夫
﹂﹁
信
徳
丸
﹂﹁
石
童
丸
︵
同
じ
く
﹁
苅
萱
﹂
に
当
た
る
︶﹂﹁
小
栗
判
官
﹂
な
ど
中
世
の
説
経

節
以
来
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
︑﹁
八
百
屋
お
七
﹂﹁
阿
波
の
徳
島
十
郎
兵
衛
︵
浄
瑠
璃
の
﹁
傾
城
阿
波
の
鳴
門
﹂
よ
り
︶﹂
の
よ
う
な
近
世
の
浄
瑠

璃
以
来
の
演
目
か
ら
な
り
︑
登
場
人
物
の
心
情
を
縷
々
描
く
の
に
対
し
︑
口
説
は
近
世
の
心
中
を
事
実
譚
と
し
て
語
る
も
の
を
中
心
に
滑
稽
物
の

演
目
な
ど
も
加
え
て
い
る
︒

　

音
楽
的
に
も
︑
三
味
線
の
調
弦
が
︑
祭
文
松
坂
は
三
下
が
り
︑
口
説
は
二
上
が
り
と
異
な
っ
て
い
る
︒

三
・
二　

瞽
女
唄
の
ヒ
ト
コ
ト　

詞
章
も
︑
基
本
と
な
る
韻
律
句
﹁
ヒ
ト
コ
ト
﹂
は
︑
祭
文
松
坂
の
場
合
は
﹁
七
音
句
＋
五
音
句
﹂︑
口
説
の
場

合
は
﹁
七
音
句
＋
七
音
句
﹂
か
ら
な
り
︑
ど
ち
ら
も
音
楽
的
に
は
こ
れ
が
基
本
単
位
と
な
っ
て
一
定
の
メ
ロ
デ
ィ
が
与
え
ら
れ
︑
こ
れ
が
単
調
に

く
り
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
︵
演
目
冒
頭
で
演
唱
の
開
始
を
告
げ
る
数
コ
ト
か
ら
な
る
ユ
ニ
ッ
ト
︵
四
・
七
参
照
︶
や
段
や
演
目
末
尾
で
演
唱
終
了
を

告
知
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
は
︑
本
体
部
分
と
は
別
の
特
徴
的
な
メ
ロ
デ
ィ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︶︒

　

ま
た
︑
ご
く
稀
に
︑
独
立
の
ヒ
ト
コ
ト
た
り
う
る
音
数
を
充
足
で
き
ず
に
い
わ
ば
字
余
り
と
し
て
語
句
が
ヒ
ト
コ
ト
冒
頭
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
韻
律
外
﹂
の
部
分
と
し
て
︑
通
常
の
ヒ
ト
コ
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
と
は
別
の
臨
時
の
特
殊
な
メ
ロ
デ
ィ
が
与
え
ら
れ
る
︒
こ
の

字
余
り
部
分
を
終
え
る
と
︑
そ
れ
に
つ
づ
く
定
型
に
か
な
う
部
分
は
通
常
の
ヒ
ト
コ
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
に
復
帰
す
る
︒
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ヒ
ト
コ
ト
は
テ
キ
ス
ト
構
成
上
で
も
︑
重
要
な
単
位
で
あ
る
︒
祭
文
松
坂
︑
口
説
と
も
に
︑
後
述
す
る
よ
う
に
詞
章
の
省
略
︵
脱
落
︶
や
追

加
︑
反
復
︑
順
序
の
入
れ
替
え
は
ヒ
ト
コ
ト
を
単
位
と
し
て
起
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

三
・
三　

瞽
女
唄
の
ヒ
ト
ナ
ガ
シ　

ヒ
ト
コ
ト
を
い
く
つ
か
連
ね
る
と
長
め
の
間
奏
が
入
る
︒
こ
の
間
奏
と
次
の
間
奏
と
の
間
が
﹁
ヒ
ト
ナ
ガ

シ
﹂︵﹁
ヒ
ト
ク
ダ
リ
﹂︑﹁
ヒ
ト
ク
サ
リ
﹂
と
も
︶
で
あ
る
︒
瞽
女
は
基
本
的
に
何
人
か
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
巡
業
し
︑
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
ご
と
に
演
唱

者
を
交
替
し
た
︒
長
編
を
語
る
際
︑
声
を
休
め
る
必
要
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

口
説
で
は
二
コ
ト
で
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
だ
が
︑
祭
文
松
坂
で
は
︑
ヒ
ト
コ
ト
を
い
く
つ
で
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
と
す
る
か
は
演
者
に
よ
っ
て
も
異
な
り
︵
高

田
瞽
女
の
杉
本
キ
ク
エ
氏
は
通
常
五
コ
ト
で
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
︑
阿
賀
北
瞽
女
の
小
林
ハ
ル
氏
は
四
な
い
し
六
コ
ト
︑
長
岡
瞽
女
︵
岩
田
組
︶
の
金
子

セ
キ
・
中
静
ミ
サ
オ
氏
は
三
コ
ト
︶︑
同
じ
演
者
で
あ
っ
て
も
︑
次
の
高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ
氏
の
演
唱
例
︵
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂

一
段
目
中
盤
︶
に
見
る
と
お
り
︑
演
唱
ご
と
に⎠

3
⎝

変
わ
り
う
る
︒

こ
れ
の
う
い
か
に　

童
子
丸

そ
ち
も
乳
房
の　

飲
み
お
さ
め　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ

た
ん
と
飲
み
ゃ
え
の　

童
子
丸　
　
　
　
　
　
　

Ｅ

▼
母
は
信
太
に　

帰
る
ぞ
え　
　
　
　
　
　

Ａ　
　
　
　

Ｈ

母
は
信
太
に　

帰
り
て
も　
　
　
　
　
　
　

イ
Ｂ

悲
し
い
こ
と
が　

三
つ
あ
る

▽
保
名
様
と
も　

そ
な
た
と
も

弓
手
と
馬
手
の　

つ
ま
と
子
を　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ

抱
い
て
寝
る
よ
う
な　

睦
言
も　
　
　
　

Ａ　

Ｅ　

Ｈ

夕
べ
の
添
い
寝
は　

こ
れ
限
り　
　
　
　
　

イ
Ｂ

　

ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
区
切
り
は
︑
テ
キ
ス
ト
の
内
容
上
の
分
節
︵
段
落
の
切
れ
目
︒
例
に
は
大
段
落
の
位
置
は
▼
︑
小
段
落
の
位
置
は
▽
で
表
示
し
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た
︶
と
も
一
致
し
な
い
︒
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
区
切
り
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
も
︑
詞
章
が
一
定
の
ま
ま
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
︒

　

間
奏
に
は
時
間
を
要
す
る
の
で
︑
客
が
話
の
先
を
聞
き
た
が
っ
た
り
︑
時
間
を
短
縮
し
た
い
時
に
は
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
を
長
く
し
て
間
奏
を
減
ら
す

と
い
う
こ
と
も
随
時
お
こ
な
っ
た
と
い
う
︵
佐
久
間
惇
一
︵
一
九
八
三
︶︑
鈴
木
昭
英
︵
二
〇
〇
九
︶︶︒

　

結
局
︑
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
は
︑
演
奏
上
の
︑
そ
れ
も
そ
の
時
そ
の
時
で
の
可
塑
的
な
区
切
り
に
す
ぎ
ず
︑
テ
キ
ス
ト
上
の
構
成
単
位
で
は
な
い
の
で

あ
る
︒

　

例
に
示
し
た
高
田
瞽
女
以
外
で
も
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
区
切
れ
は
同
一
演
者
の
同
一
演
目
で
も
そ
の
時
々
で
一
致
し
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
る
︒
ヒ

ト
ナ
ガ
シ
の
長
さ
は
こ
の
よ
う
に
臨
時
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
︑
次
の
唄
い
手
に
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
末
尾
を
予
告
す
る
必
要
が
あ
る
︒
高
田
瞽

女
で
は
最
後
の
ヒ
ト
コ
ト
の
後
半
が
少
し
早
め
に
歌
わ
れ
る
と
い
う
控
え
め
な
特
徴
を
見
せ
る
に
す
ぎ
な
い
が
︵
そ
の
た
め
︑
次
の
唄
い
手
が
フ

ラ
イ
ン
グ
し
て
歌
い
か
け
る
例
も
録
音
に
多
く
聞
か
れ
る
︶︑
長
岡
・
阿
賀
北
瞽
女
で
は
次
末
の
ヒ
ト
コ
ト
に
末
尾
の
ヒ
ト
コ
ト
の
冒
頭
を
早
口

で
続
け
た
後
︑
最
後
の
ヒ
ト
コ
ト
の
残
り
を
も
と
の
ペ
ー
ス
で
唄
う
と
い
う
顕
著
な
特
徴
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
︑
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
末
尾
の
特
徴
的
な

メ
ロ
デ
ィ
で
唄
わ
れ
る
︒
ど
こ
ま
で
が
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
に
な
る
か
は
そ
の
時
そ
の
時
の
演
唱
で
異
な
る
の
だ
か
ら
︑
こ
う
し
た
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
末
尾
の

特
徴
的
な
メ
ロ
デ
ィ
も
︑
詞
章
と
固
定
的
に
結
び
つ
い
て
暗
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
場
そ
の
場
で
詞
章
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る⎠

4
⎝

︒

三
・
四　

瞽
女
唄
の
段　

口
説
は
こ
れ
だ
け
の
構
成
だ
が
︑
祭
文
松
坂
は
﹁
段
物
﹂
と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
︑
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
さ
ら
に
上
位
に

﹁
段
﹂
と
い
う
単
位
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
演
目
と
な
っ
て
い
る
︒
段
ご
と
に
そ
の
末
尾
に
は
︑
専
用
の
メ
ロ
デ
ィ

を
も
っ
た
特
別
な
ヒ
ト
コ
ト
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
現
れ
て
段
の
終
わ
り
を
つ
げ
る
︒
だ
が
︑
ど
こ
で
段
を
切
る
か
は
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
同
様
︑
あ
ら
か
じ
め

定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
内
容
上
の
切
れ
目
で
切
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
杉
本
キ
ク
エ
氏
演
唱
の
祭
文
松
坂
﹁
山
椒
大

夫
﹂
で
は
︑
一
段
目
の
お
わ
り
が
︑
演
唱
例
ア
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
と
︑
ウ
ａ
ｄ
と
︑
ウ
ｂ
と
で
は
み
な
ち
が
う
︒
そ
の
う
ち
︑
ア
・
Ｅ
・

Ｆ
・
Ｇ
は
﹁
こ
れ
が
そ
ち
の
形
見
ぞ
と　

弟
の
衿
に
掛
け
さ
せ
て　

必
ず
人
手
に
渡
す
な
と
﹂
と
中
途
半
端
な
か
た
ち
で
終
わ
り⎠

5
⎝

︑
そ
の
ま
ま
二

段
目
の
初
め
﹁
守
り
袋
を
取
り
出
だ
し
﹂
へ
続
い
て
い
る
︒
詞
章
は
ど
こ
に
段
の
切
れ
が
来
る
か
に
関
わ
ら
ず
連
続
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
段
も

演
奏
上
の
単
位
に
す
ぎ
ず
︑
テ
キ
ス
ト
構
成
に
は
関
わ
ら
な
い
と
い
え
る
︒
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三
・
五　

盲
僧
琵
琶
の
韻
律
句　

永
田
法
順
氏
の
盲
僧
琵
琶
は
︑
テ
ン
ポ
早
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
琵
琶
の
伴
奏
を
つ
け
て
語
ら
れ
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
間
奏
が
入
る
が
︑
間
奏
と
間
奏
の
間
は
息
の
続
く
限
り
と
い
う
感
じ
で
非
常
に
長
い
︒
瞽
女
唄
の
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
よ
う
に
そ
の
長
さ
は
演
唱
の

た
び
異
な
る
の
で
︑
間
奏
の
位
置
は
毎
回
詞
章
の
異
な
る
場
所
に
く
る
︒
間
奏
の
位
置
が
ど
こ
に
来
て
も
詞
章
は
無
関
係
に
続
い
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
こ
こ
で
も
音
楽
的
要
素
と
言
語
的
要
素
は
独
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
︑
瞽
女
唄
の
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
︒
詞
章

に
は
音
数
律
の
定
型
は
な
く
︑
瞽
女
唄
の
ヒ
ト
コ
ト
に
当
た
る
単
位
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

三
・
六　

瞽
女
唄
や
盲
僧
琵
琶
で
詞
章
と
メ
ロ
デ
ィ
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
語
り
物
の
詞
章
の
記

憶
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
こ
う
し
た
音
楽
的
特
徴
を
持
た
な
い
言
語
の
場
合
の
記
憶
の
あ
り
か
た
に
も
類
推
で
き
る
こ
と
を

意
味
す
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
検
討
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
︒

四　

語
り
物
・
演
唱
ご
と
の
詞
章
の
変
容
１
─
韻
律
句
間

　

こ
の
あ
と
は
︑
音
楽
的
側
面
と
は
切
り
離
し
て
詞
章
の
面
を
詳
細
に
見
て
ゆ
こ
う
︒

四
・
一　

韻
律
句
の
脱
落　

ま
ず
︑
瞽
女
唄
か
ら
見
て
い
こ
う
︒
同
演
者
の
同
演
目
で
あ
っ
て
も
演
唱
ご
と
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
ち
が
い
は
︑
ヒ

ト
コ
ト
を
単
位
と
し
て
詞
章
の
増
減
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒

●
杉
本
キ
ク
エ
氏
演
唱　

祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ⎠

6
⎝

﹂

一
段
目
︽
演
唱
例　

Ａ 

イ 

Ｂ
︵
Ｃ
︶
Ｅ 

Ｆ 

Ｈ
︾

例
１　

い
や
待
て
し
ば
し
我
が
心　

今
生
の
名
残
に
今
一
度　

〈
Ｂ
ナ
シ
〉
童
子
に
乳
房
を
含
ま
せ
て　

そ
れ
よ
り
信
太
へ
帰
ら
ん
と　

保
名

の
寝
付
き
を
窺
う
て　

差
し
足
抜
き
足
忍
び
足　

我
が
子
の
寝
間
へ
と
急
が
る
る　

〈
Ａ
ナ
シ
〉
我
が
子
の
寝
間
に
も
な
り
ぬ
れ
ば　

〈
イ 

ナ
シ
〉
眠
れ
し
童
子
を
抱
き
上
げ　

目
を
覚
ま
し
ゃ
い
の
童
子
丸

例
２　

離
れ
が
た
な
い
こ
ち
寄
れ
と　

膝
に
抱
き
上
げ
い
だ
き
締
め　

〈
Ｅ
ノ
ミ
ア
リ
〉
顔
つ
く
づ
く
と
う
ち
眺
め　

こ
れ
の
う
い
か
に
童
子
丸

例
３　

母
は
信
太
に
帰
り
て
も　

悲
し
い
こ
と
が
三
つ
あ
る　

保
名
様
と
も
そ
な
た
と
も　

弓
手
と
馬
手
の
つ
ま
と
子
を　

抱
い
て
寝
る
よ
う
な
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睦
言
も　

夕
べ
の
添
い
寝
は
こ
れ
限
り　

母
が
信
太
へ
帰
り
て
も　

〈
Ｂ
ナ
シ
〉 

残
る
一
つ
の
案
じ
に
は　

お
乳
が
な
く
て
こ
の
童
子　

何
と
て
母
を
忘
り
ょ
う
ぞ　

忘
れ
が
た
な
き
憂
き
思
い　

〈
Ａ
ノ
ミ
ア
リ
〉
母
は
信
太
に
帰
り
て
も　

今
は
一
つ
の
案
じ
に
は

　
　

人
間
と
韻
律
外
契
り
を
こ
め
し
も
の
な
れ
ば　

狐
仲
間
へ
交
じ
ら
れ
ず

二
段
目
︽
演
唱
例　

Ｄ 

Ｅ 

Ｈ
︾

例
４　

里
の
土
産
に
何
貰
た　

で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛　

起
き
上
が
り
こ
ぶ
し
に
張
り
鼓　

〈
Ｅ
Ｈ
ナ
シ
〉 

く
る
り
と
回
る
は
風
車　

子
守

の
唄
に
ひ
か
さ
れ
て　

つ
い
と
ろ
と
ろ
と
眠
ら
る
る  

例
５　

さ
ら
ば
こ
れ
よ
り
童
子
を
連
れ
て　

信
太
の
森
へ
訪
ね
ん
と　

に
わ
か
に
旅
の
支
度
を
し　

泣
き
い
る
童
子
を
背
な
に
乗
せ　

ね
ず
の
脚

絆
を
つ
つ
高
に　

四
つ
じ
の
草
鞋
紐
を
締
め　

〈
Ｈ
ナ
シ
〉 

端
折
笠
に
竹
の
杖　

恋
し
き
我
が
家
を
あ
と
に
見
て　

信
太
の
森
へ
急
が
る

る　

か
く
て
信
太
に
な
り
ぬ
れ
ば　

〈
Ｅ
ナ
シ
〉 

も
の
の
哀
れ
や
保
名
様　

深
き
茅
野
を
踏
み
分
け
て

　

例
１
の
冒
頭
の
例
﹁
童
子
に
乳
房
を
含
ま
せ
て
﹂
は
演
唱
例
Ｂ
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
の
他
の
Ａ
・
イ
・
Ｃ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｈ
に
は
す
べ
て

同
じ
形
で
出
現
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
も
と
も
と
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
と
︑
出
現
し
て
い
る
方
は
毎
回
そ
の
場
で
生
成
さ
れ
る
形
が
た
ま
た
ま

い
つ
も
に
同
じ
形
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
き
わ
め
て
無
理
な
想
定
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
多
く
の
演
唱
に
共
通
し
て
現

れ
る
ヒ
ト
コ
ト
︵
こ
の
場
合
︑﹁
童
子
に
乳
房
を
含
ま
せ
て
﹂︶
は
︑
演
者
の
﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
に
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
る
の
だ

が
︑
音
声
言
語
と
し
て
実
現
す
る
際
に
は
︑
こ
こ
の
演
唱
例
Ｂ
の
よ
う
に
た
ま
た
ま
現
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︵
一
︑
二
回
分
程
度
で
は
判
定
で
き
な
い
た
め
︑
演
唱
例
が
二
回
分
し
か
な
い
三
段
目
は
例
に
挙
げ
な
か
っ
た
︶︒

四
・
一
・
一　

こ
う
し
た
﹁
記
憶
言
語
﹂
に
は
存
在
す
る
が
演
唱
時
に
脱
落
す
る
こ
と
の
あ
る
ヒ
ト
コ
ト
に
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

　

タ
イ
プ
1

　
　

ヒ
ト
コ
ト
二
句
で
構
成
さ
れ
る
定
型
句
の
一
方

　
　
　
　

○
○
へ
と
急
が
る
る　

○
○
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
︵
例
１
︶ 

○
○
の
舟
を
立
ち
上
が
り　

○
○
の
舟
へ
と
乗
り
移
り

    　

対
句
や
尻
取
り
型
の
句
連
続
︵
次
の
諸
例
︶
な
ど
同
型
句
の
一
方
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母
は
信
太
に
帰
る
ぞ
え　

母
は
信
太
に
帰
り
て
も 

葛
の
葉
姫
が
お
い
で
ぞ
え　

葛
の
葉
姫
が
お
い
で
て
も

　
　

同
列
の
も
の
の
列
挙
な
ど
の
一
つ

       　

    ﹇
列
挙
さ
れ
た
玩
具
の
一
つ
﹈︵
例
４
︶ 

﹇
列
挙
さ
れ
た
旅
装
の
一
つ
﹈︵
例
５
︶

    　

同
列
の
も
の
の
列
挙
の
際
の
数
え
上
げ
表
現
︵
例
３
︶

　
　

同
列
の
形
容
句
の
一
つ

　

タ
イ
プ
2

    　

物
語
の
進
行
に
と
っ
て
有
機
的
な
関
連
を
持
た
な
い
句

　
　
　
ａ　

登
場
人
物
か
ら
他
の
登
場
人
物
へ
の
呼
び
か
け
表
現
︵
相
手
の
身
分
に
よ
り
使
い
分
け
る
︶

　
　
　
　

の
う
○
○
よ　
　
　

 

こ
れ
の
う
い
か
に
○
○
よ　
　
　

 

こ
れ
の
う
申
し
○
○
え

　
　
　

ｂ　

物
語
内
容
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
評
価
の
表
現

　
　

    　

も
の
の
あ
わ
れ
や
○
○
︵
例
５
︶ 

あ
わ
れ
と
言
う
も
お
ろ
か
な
り

　
　

文
脈
上
︑
情
報
の
重
複
す
る
表
現
の
一
方

　
　
　
　

六
年
以
前
和
泉
の
国　
　

↑
↓　
　

こ
れ
で
添
う
た
が
六
年
余

　
　

表
現
さ
れ
な
く
て
も
前
後
の
文
脈
か
ら
容
易
に
想
定
さ
れ
る
登
場
人
物
の
行
動
の
表
現

　
　
　
　

膝
に
抱
き
上
げ
い
だ
き
締
め　

顔
つ
く
づ
く
と
う
ち
眺
め　

こ
れ
の
う
い
か
に
童
子
丸
︵
例
２
︶

　
　

登
場
人
物
の
知
覚
を
通
し
て
の
描
写
が
さ
れ
る
際
そ
れ
に
前
置
さ
れ
る
知
覚
行
為
そ
の
も
の
の
表
現

　
　
　

    

○
○
︵
そ
れ
と
︶
見
る
よ
り
も 
○
○
︵
そ
れ
と
︶
聞
く
よ
り
も

　
　

次
の
思
考
内
容
を
導
く
︑
登
場
人
物
の
思
考
・
逡
巡
の
表
現

　
　
　
　

い
や
待
て
し
ば
し
我
が
心

　
　

次
の
発
言
内
容
を
導
く
︑
登
場
人
物
の
言
語
行
動
の
表
現
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○
○
が
声
を
か
け 

○
○
が
言
う
の
を
よ
く
も
聞
け

　
　
　
　

こ
の
わ
け
そ
な
た
に
聞
か
す
る
ぞ 

返
す
返
す
に
言
い
聞
か
す

　
　

発
言
の
予
告
の
表
現

　
　
　
　

申
し
上
げ
ま
す
○
○
さ
ま

　

タ
イ
プ
1
︑
タ
イ
プ
2
問
わ
ず
︑
演
唱
時
に
脱
落
す
る
こ
と
が
あ
る
ヒ
ト
コ
ト
は
︑
現
れ
な
く
て
も
︑
聴
衆
は
テ
キ
ス
ト
の
理
解
に
差
し
支
え

な
い
も
の
で
︑
テ
キ
ス
ト
の
構
成
上
は
情
報
的
に
﹁
冗
長
﹂
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　

瞽
女
唄
の
テ
キ
ス
ト
は
演
者
に
と
っ
て
は
﹁
記
憶
言
語
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
ま
ま
で
は
人
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒﹁
記
憶
言
語
﹂
は
︑
音
声
言
語
な
い
し
は
文
字
言
語
と
し
て
﹁
外
部
化
﹂
さ
れ
る
た
め
︑
実
際
の
演
唱
に
は
﹁
記
憶
言
語
﹂
の
特
性

と
︵
瞽
女
唄
や
盲
僧
琵
琶
の
場
合
︶
音
声
言
語
の
特
性
が
重
な
り
合
っ
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
︒
瞽
女
唄
の
実
際
の
演
唱
は
な
に
よ
り
も
一
回
性

の
音
声
言
語
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
プ
ロ
の
演
者
で
あ
る
瞽
女
に
は
︑
言
い
よ
ど
み
や
停
滞
︑
中
断
は
許

さ
れ
な
い
︒
そ
の
と
き
︑
こ
の
よ
う
な
情
報
的
に
冗
長
な
部
分
が
役
に
立
つ
︒
演
唱
の
進
行
中
︑
ど
忘
れ
な
ど
で
実
現
せ
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て

も
︑
こ
う
し
た
部
分
な
ら
聴
衆
に
と
っ
て
は
実
害
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
演
者
は
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
が
︑
口
頭
の
演
唱
は
聴
衆
に
と
っ
て
は
一
回
性
・
一
過
性
の
経
験
で
あ
る
か
ら
︑
特
に
長

編
で
複
雑
な
構
成
の
テ
キ
ス
ト
は
大
事
な
情
報
を
聞
き
漏
ら
す
と
全
体
の
把
握
が
で
き
な
く
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
部
を
聞
き
漏
ら
し
て
も
そ
れ

以
降
の
理
解
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
︑
音
声
言
語
と
し
て
実
現
す
る
長
大
な
テ
キ
ス
ト
は
物
語
の
進
行
上
重
要
な
部
分
で
は
冗
長
度
を
高
く
し
て
も

あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
こ
と
を
演
者
が
意
識
し
て
︑
冗
長
度
の
高
い
部
分
に
つ
い
て
︑
意
図
的
に
脱
落
さ
せ
て
時
間
を
短
縮
し
た
り
す
る
︵﹁
タ
タ
ミ
コ
ム
﹂
と

い
う
︒︵
佐
久
間
惇
一
︵
一
九
八
三
︶︶
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
演
者
で
あ
る
瞽
女
は
単
に
テ
キ
ス
ト
を
棒
暗
記
し
て
い

る
の
で
は
な
く
︑
内
容
・
構
成
を
理
解
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
記
憶
言
語
﹂
は
内
容
・
構
成
の
理
解
を
と
も
な
う
も
の
で
︑
機

械
的
な
暗
誦
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
音
形
だ
け
の
記
憶
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る⎠

7
⎝

︒
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四
・
一
・
二　

タ
イ
プ
1
に
は
こ
れ
以
外
の
機
能
も
あ
る
︒

　

タ
イ
プ
1
は
︑
テ
キ
ス
ト
で
は
シ
ン
タ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
連
続
し
て
現
れ
て
い
る
が
︑
内
容
的
に
は
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
同
型
の
表
現

と
し
て
並
列
し
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
同
型
性
に
よ
っ
て
︑
同
類
の
も
の
の
一
つ
が
思
い
出
せ
れ
ば
他
方
が
容
易
に
思
い
出
さ
れ
る
と

い
う
か
た
ち
で
記
憶
の
想
起
を
助
け
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒﹁
記
憶
言
語
﹂
で
は
︑
記
憶
の
便
の
た
め
に
こ
う
し
た
情
報
的
に
は

ほ
と
ん
ど
等
価
値
の
要
素
を
多
く
備
え
て
意
識
的
に
冗
長
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
同
型
の
類
句
は
情
報
的
に
は
余
剰
で

あ
り
︑
文
字
言
語
な
ら
テ
キ
ス
ト
構
成
上
不
必
要
な
無
駄
な
部
分
と
し
て
推
敲
の
段
階
で
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
た
ぐ
い
の
も
の
だ
か
ら
︑
こ
の
タ

イ
プ
1
の
句
を
多
く
有
す
る
こ
と
は
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
一
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
﹁
記
憶
に
便
す
る
﹂
手
段
と
し
て
は
︑
瞽
女
唄
の
こ
う
し
た
冗
長
な
句
以
外
に
も
︑

　

・
シ
ン
タ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
続
く
固
定
し
た
句
連
続
に
よ
り
、
出
現
可
能
な
候
補
を
限
定
し
︑
記
憶
の
呼
び
起
こ
し
を
助
け
る

　
　
　
　

・
枕
詞　
　
　

・
固
定
し
た
形
容
句

　

・
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
制
約
を
加
え
出
現
可
能
な
候
補
を
限
定
す
る
こ
と
で
記
憶
の
呼
び
起
こ
し
を
助
け
る

　
　
　
　

・
音
数
律　
　

・
押
韻　
　

・
韻
脚
︵foot
︒
詩
脚
︑
音
歩
と
も
︒
日
本
語
に
は
な
い
︶

な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

四
・
二 

韻
律
句
の
追
加　

四
・
二
・
一　

一
方
︑
瞽
女
唄
で
は
︑
当
該
の
箇
所
に
お
い
て
多
く
の
演
唱
に
現
れ
た
ヒ
ト
コ
ト
に
対
し
︑
一
回
の
演
唱
に
し
か
現
れ
な
か
っ
た

ヒ
ト
コ
ト
は
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
︑
演
唱
の
現
場
で
臨
時
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ほ
と
ん
ど
全

部
が
︑
同
演
目
中
に
繰
り
返
し
現
れ
る
表
現
︵
仮
に
﹁
特
有
句
﹂
と
よ
ぶ
︶
や
︑
瞽
女
唄
の
演
目
全
般
で
多
用
さ
れ
る
定
型
的
な
表
現
︵﹁
定
型

句
﹂
と
仮
称
す
る
︶
で
︑
か
つ
︑
テ
キ
ス
ト
構
成
上
は
み
な
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
︑
冗
長
度
を
高
め
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
︑
戧
造
的
に
機

能
し
て
い
る
も
の
は
な
い
︒
一
回
性
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
実
際
の
演
唱
の
場
で
︑
言
い
間
違
い
や
ど
忘
れ
を
そ
れ
と
は
見
せ
ず
処
理
す
る

方
法
と
し
て
︑
三
・
二
で
述
べ
た
﹁
韻
律
外
句
﹂
と
し
て
し
ま
う
ほ
か
に
︑﹁
定
型
句
﹂
や
﹁
特
有
句
﹂
を
も
ち
い
て
音
数
を
充
足
さ
せ
独
立
の
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ヒ
ト
コ
ト
を
臨
時
に
作
っ
て
し
ま
う
方
法
も
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
テ
キ
ス
ト
進
行
上
必
要
不
可
欠
な
部
分
を
想
い
出
す
た
め
の
時
間
か

せ
ぎ
を
す
る
た
め
に
も
役
に
た
っ
た
で
あ
ろ
う
︒﹁
定
型
句
﹂
や
﹁
特
有
句
﹂
で
な
く
︑
四
・
一
・
一
で
み
た
タ
イ
プ
1
・
2
の
よ
う
な
ヒ
ト
コ

ト
を
作
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
︑
既
存
の
も
の
を
転
用
す
る
の
が
や
は
り
一
番
簡
便
な
の
で
あ
ろ
う
︒
杉
本
キ
ク
エ
氏
の
今
回
分
析
対
象
と
し
た
演

唱
で
の
全
例
を
挙
げ
て
み
よ
う⎠

8
⎝

︒

●
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂

　
　
　

Ａ　

母
は
信
太
に
帰
り
て
も
︵
二
二
四
上
・
二
︶ 

特
有
句

●
祭
文
松
坂
﹁
山
椒
大
夫
﹂

　
　
　

Ｄ　

佐
渡
の
次
郎
は
聞
く
よ
り
も
︵
六
一
一
上
・
一
二
︶ 

定
型
句
﹁
○
○
聞
く
よ
り
も
﹂

　
　
　

ウ
ａ　

し
ば
し
涙
に
暮
れ
い
た
る
︵
六
一
一
中
・
六
︶ 

定
型
句
︵﹁
信
徳
丸
﹂﹁
景
清
﹂
に
も
︶

　
　
　

ウ
ａ　

御
台
所
に
う
ば
た
き
は
︵
六
一
三
上
・
九
︶

　
　
　

Ｈ　

言
わ
ん
と
せ
し
が
胸
迫
り
︵
六
一
三
中
・
四
︶ 

直
前
の
ヒ
ト
コ
ト
︵
直
前
の
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
末
尾
︶
の
重
出

　
　
　

Ｇ　

ま
た
も
涙
に
暮
れ
い
た
る
︵
六
一
三
中
・
五
︶ 

定
型
句
︵﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂
に
も
︶

　
　
　

Ｈ　

返
す
返
す
に
言
い
聞
か
す
︵
六
一
四
中
・
二
︶ 

特
有
句

　
　
　

Ｈ　

返
す
返
す
に
言
い
聞
か
す
︵
六
一
五
上
・
五
︶ 

特
有
句

　
　
　

Ｅ　

う
ば
た
け
局
に
手
を
引
か
れ
︵
六
一
六
上
・
二
︶ 

特
有
句

　
　
　

Ｇ　

も
の
の
あ
わ
れ
や
御
台
様
︵
六
一
六
上
・
四
︶ 
定
型
句
﹁
も
の
の
あ
わ
れ
や
○
○
﹂

　
　
　

Ｅ　

舟
の
小
べ
り
に
縋
り
つ
く
︵
六
一
七
上
・
七
︶ 
特
有
句
﹁
舟
の
小
べ
り
に
○
○
﹂

　
　
　

Ｅ　

額
に
か
ぶ
く
と
角
を
振
り
︵
六
一
七
上
・
一
六
︶ 

特
有
句

●
﹁
お
し
げ
口
説
﹂

　
　
　

ア　

あ
い
さ
良
か
ろ
と
言
葉
を
揃
え
︵
六
六
七
中
・
一
二
そ
の
も
の⎠

9
⎝

︶
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特
有
句
﹁
あ
い
さ
○
○
と
言
葉
を
△
△
﹂

　
　
　

Ｇ　

わ
け
を
質
し
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
︵
六
六
七
中
・
一
六
︶ 

特
有
句

四
・
二
・
二　

盲
僧
琵
琶
で
も
韻
律
句
の
脱
落
︑
追
加
が
起
き
る
が
︑
瞽
女
唄
の
ヒ
ト
コ
ト
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
長
さ
の
単
位
が
な
い
の
で
︑
①

﹁
そ
の
と
き
阿
難
尊
者
は
起
き
た
っ
て
の
た
も
う
は
﹂
や
︑
②
﹁
南
無
並
び
の
堅
牢
地
神
も
明
ら
か
に
見
給
え
て
さ
き
の
お
じ
ゅ
を
垂
れ
給
い
て
﹂

と
か
な
り
長
大
な
単
位
で
出
入
り
が
見
ら
れ
る
︒
演
唱
例
が
A
・
B
の
二
例
し
か
な
い
た
め
︑
A
で
の
追
加
な
の
か
︑
B
で
の
脱
落
な
の
か
は
決

定
で
き
な
い
︒
追
加
と
見
る
な
ら
︑
同
演
目
中
に
①
に
対
し
て
は
﹁
そ
の
と
き
阿
難
尊
者
︵
の
叫
ぶ
声
は
︶﹂﹁︵
堅
牢
地
神
︑
五
帝
︑
五
竜
王
が
︶

起
き
た
っ
て
の
た
も
う
は
﹂︑
②
に
対
し
て
は
﹁
南
無
並
び
の
堅
牢
地
神
も
明
ら
か
に
見
給
え
︵
や
︶﹂
と
い
う
句
が
見
え
て
い
る
点
︑
瞽
女
唄
の

場
合
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
脱
落
と
み
て
も
瞽
女
唄
の
脱
落
の
性
質
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
脱
落
︑

追
加
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
変
え
な
い
点
で
も
瞽
女
唄
と
同
様
で
あ
る
︒

四
・
三　

韻
律
句
の
置
換　

瞽
女
唄
・
盲
僧
琵
琶
と
も
に
韻
律
句
ど
う
し
が
置
き
換
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒

●
杉
本
キ
ク
エ
氏
演
唱　

祭
文
松
坂
﹁
山
椒
大
夫
﹂                  

 

二
段
目　
︽
演
唱
例　

Ｅ
︾ 

 ︽
演
唱
例　

Ｆ 

Ｇ
︾ 

一
段
目　
︽
演
唱
例　

ア
Ｄ
ウ
 b
Ｈ
︾                                         

 

も
の
あ
わ
れ
や
御
台
様 

も
の
あ
わ
れ
や
御
台
様 

も
の
あ
わ
れ
や
御
台
様                                       

 

▼
う
ば
た
け
局
に
手
を
引
か
れ 

▽
丹
後
の
舟
を
立
ち
上
が
り 

▼
う
ば
た
け
局
に
手
を
引
か
れ                                   

 
 

 

▽
丹
後
の
舟
を
立
ち
出
で
て
╱
〈
H
〉 

立
ち
上
が
り                                     

 

佐
度
が
舟
へ
乗
り
移
り 

佐
度
が
舟
へ
と
乗
り
移
り 

佐
度
が
舟
へ
と
乗
り
移
り  

二
段
目
の
演
唱
例
Ｅ
と
Ｆ
・
Ｇ
で
は
一
見
▼
と
▽
が
置
き
換
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
︑
同
じ
演
者
同
じ
演
目
の
一
段
目
の
演
唱
例

ア
・
Ｄ
・
ウ
 b・
Ｈ
を
参
照
す
る
と
︑
▼
と
▽
が
共
に
存
在
す
る
形
が
基
本
で
あ
り
︑
前
二
者
で
は
こ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
▽
︑
▼
が
脱
落
し
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

四
・
四 

韻
律
句
の
反
復　

  

瞽
女
唄
で
は
︑
ヒ
ト
コ
ト
を
単
位
に
詞
章
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
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●
小
林
ハ
ル
氏
演
唱　

祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂  

一
段
目
︽
演
唱
例　

Ａ　

Ｂ
︾

そ
の
時
こ
の
家や

の
保
名
様　

信
太
が
森
を
通
ら
れ
て　

わ
れ
に
情
け
を
か
け
給
う　

 

大た
い
ぜ勢

な
人
を
相
手
と
し　

早
ひ
と
し
く
と
戦
う
う
ち　

自
ら
命
が
助
か
り
し　

私
ゆ
え
に
か
保
名
様　

四
箇
所
の
傷
を
受
け
給
う　
〈
以
下
ス
ベ
テ
Ｂ
ナ
シ
〉
大
勢
な
人
を
相
手
と
し　

早
ひ
と
し

く
と
戦
う
う
ち　

自
ら
命
が
助
か
り
し　

私
ゆ
え
に
か
保
名
様　

わ
れ
を
助
け
ん
そ
れ
ゆ
え
に　

四
箇
所
の
傷
を
受
け
給
う

  

杉
本
キ
ク
エ
氏
の
演
唱
に
は
こ
う
し
た
反
復
は
見
ら
れ
な
い
︒

四
・
五 

韻
律
句
の
位
置
入
れ
替
え

四
・
五
・
一　

瞽
女
唄
の
ヒ
ト
コ
ト
は
演
唱
ご
と
に
出
現
位
置
も
変
化
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

●
杉
本
キ
ク
エ
氏
演
唱　

祭
文
松
坂
﹁
山
椒
大
夫
﹂
一
段
目

例
１　

①　
︽
演
唱
例　

Ｆ
︾

こ
れ
の
う
い
か
に
う
ば
た
け
よ　

た
っ
た
今
直
江
に
戻
り
し　

山
岡
太
夫
ゴ
ン
ト
ウ
が　

あ
れ
情
け
の
人
と
思
い
し
が　

人
か
ど
わ
か
し
で
あ
っ
た
と
や

そ
な
た
わ
た
し
を
も
ろ
と
も
に　

佐
渡
が
島
へ
売
る
と
あ
る

あ
れ
な
る
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
が　

丹
後
の
国
へ
売
る
と
あ
る

の
う
う
ば
た
け
と

言
わ
ん
と
せ
し
が
胸
迫
り　

声
よ
り
涙
が
先
に
立
つ

　

②　
︽
演
唱
例　

Ｈ
︾

こ
れ
の
う
い
か
に
う
ば
た
け
よ　

た
っ
た
今
直
江
に
戻
り
し　

山
岡
太
夫
ゴ
ン
ト
ウ
が　

情
け
の
人
と
思
い
し
が　

人
か
ど
わ
か
し
で
あ
っ
た
と
や

の
う
う
ば
た
け
と

あ
れ
な
る
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
が　

丹
後
の
国
へ
売
る
と
あ
る
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そ
な
た
わ
た
し
を
も
ろ
と
も
に　

佐
渡
島
へ
売
る
と
あ
る

言
わ
ん
と
せ
し
が
胸
迫
り　

声
よ
り
涙
が
先
に
立
つ

例
２　

①　
︽
演
唱
例　

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

ア 

ウ
ｂ
︾

情
け
も
知
ら
な
い
舟
長
が 

ま
ず
は
艫
の
間
に
高
胡
座 

火
打
ち
取
り
だ
し 

空
へ
煙
を
く
ゆ
ら
せ
て 

そ
ら
う
そ
ぶ
い
て
見
物
す

も
の
の
あ
わ
れ
や
御
台
様 

う
ば
た
け
局
に
手
を
引
か
れ

丹
後
が
舟
に
乗
り
移
り 

安
寿
の
姫
に
ち
ち
王
丸 

右
と
左
に
抱
き
寄
せ

　

②　
︽
演
唱
例　

ウ
ａ
︾

　
　

情
け
も
知
ら
な
い
舟
長
が 
ま
ず
は
艫
の
間
に
高
胡
座 

火
打
ち
取
り
だ
し 

空
へ
煙
を
く
ゆ
ら
せ
て 

そ
ら
う
そ
ぶ
い
て
見
物
す

　
　

丹
後
が
舟
に
乗
り
移
り

　
　

も
の
の
あ
わ
れ
や
御
台
様 

安
寿
の
姫
に
ち
ち
王
丸 

右
と
左
に
抱
き
寄
せ

四
・
五
・
二　

出
現
位
置
を
変
え
ら
れ
る
の
は

　
　

１　

対
句
な
ど
文
法
的
に
等
位
の
句
︵
例
１
の
傍
線
部
︶

    　

２　

原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
句
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
態
を
あ
ら
わ
す
句

　
　

３　

物
語
の
進
行
上
︑
ど
ち
ら
を
先
に
述
べ
て
も
よ
い
︑
並
行
的
な
事
態
を
あ
ら
わ
す
句

    　

４　

物
語
の
進
行
に
と
っ
て
有
機
的
な
関
連
を
持
た
な
い
句

　
　
　
ａ　

登
場
人
物
か
ら
他
の
登
場
人
物
へ
の
呼
び
か
け
表
現
︵
例
１
の
単
線
の
囲
み
︶

　
　
　

ｂ　

物
語
内
容
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
評
価
の
表
現
︵
例
２
の
複
線
の
囲
み
︶  

な
ど
で
あ
る
︒
１
・
２
・
３
は
句
ど
う
し
の
交
替
が
で
き
︑
４
は
物
語
の
内
容
に
よ
ら
ず
︑
比
較
的
自
由
な
位
置
に
出
現
で
き
る
︵
４
は
定
型

句
や
特
有
句
で
あ
れ
ば
﹁
脱
落
＋
別
位
置
で
の
追
加
﹂
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︶︒
位
置
変
更
が
で
き
る
の
は
︑
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
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四
・
五
・
三　

永
田
法
順
氏
の
盲
僧
琵
琶
の
う
ち
今
回
複
数
の
演
唱
を
比
較
で
き
た
釈
文
﹁
釈
迦
の
段
﹂
で
は
韻
律
句
の
位
置
の
入
れ
替
え
は
見

ら
れ
な
い
︒
問
答
形
式
で
議
論
を
繰
り
返
す
内
容
な
の
で
︑
上
記
１
～
４
が
現
れ
て
い
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
︒

四
・
六　

瞽
女
集
団
分
岐
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
韻
律
句
１　

系
統
の
異
な
る
瞽
女
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
巡
業
す
る
地
域
を
す
み
分
け
て
お
り
︑

相
互
に
ま
っ
た
く
交
渉
が
な
か
っ
た
た
め
︑
同
一
名
称
の
演
目
で
も
詞
章
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
が
普
通
だ
が
︑
祭
文
松
坂
の
「
葛
の
葉
子

別
れ
」
だ
け
は
、
そ
の
演
唱
を
比
較
す
る
と
単
一
の
起
源
に
発
す
る
姉
妹
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
阿
賀
北
瞽
女
・
小
林
ハ
ル
氏
の
も
の
を

底
本
に
し
て
高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ
氏
︑
長
岡
瞽
女
︵
岩
田
組
︶・
金
子
セ
キ
︑
中
静
ミ
サ
オ
両
氏
の
テ
キ
ス
ト
と
対
照
し
て
み
る
︒

●
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂
一
段
目⎠

10
⎝

︵
小
林
氏
の
反
復
分
︵
四
・
四
参
照
︶
は
省
略
︶

︙
︙　

い
や
待
て
し
ば
し
我
が
心　

今
生
の
名
残
に
今
一
度　

童
子
に
乳
房
を
含
ま
せ
て　

そ
れ
よ
り
信
太
へ
帰
ら
ん
と　

保
名
の

寝
付
き
を
窺
う
て　

差
し
足
抜
き
足
忍
び
足　

︻〈
杉
〉
我
が
子
の
寝
間
へ
と
急
が
る
る
／
〈
金
・
中
〉
よ
う
よ
う
な
れ
ば
葛
の
葉
は
︼　

我
が
子
の
寝
間
に
も
な
り
ぬ
れ
ば　

眠
れ
し
童
子
を
抱
き
上
げ　

目
を
覚
ま
し
ゃ
い
の
童
子
丸  

な
ん
ぼ
頑
是
が
な
き
と
て
も　

母
の
言

う
こ
と
よ
く
ぞ
聞
け　

︙
︙
中
略
︙
︙　

〈
杉
ナ
シ
〉
六
年
以
前
の
そ
の
先
に　

〈
杉
ナ
シ
〉
信
太
が
森
の
狐
狩
り　

あ
の
石
川
の
悪
右

衛
門　

常
平
殿
に
狩
り
出
さ
れ　

命
危
う
き
そ
の
場
所
へ
／
〈
杉
〉〈
金
・
中
〉
命
危
う
き
場
所
な
り　

そ
の
時
こ
の
家や

の
保
名
様　

〈
杉
ナ
シ
〉
信
太
が
森
を
通
ら
れ
て　

わ
れ
に
情
け
を
か
け
給
う　

大た
い
ぜ勢

の
人
を
相
手
と
し　

早
ひ
と
し
く
と
戦
う
う
ち
／
〈
金
・
中
〉

や
や
ひ
と
し
く
と
戦
う
う
ち
／
〈
杉
〉
や
や
し
と
し
こ
と
戦
え
ば　

自
ら
命
が
助
か
り
し
／
〈
杉
〉〈
金
・
中
〉
自
ら
命
が
助
か
り
て

　

〈
杉
ナ
シ
〉
私
ゆ
え
に
か
保
名
様　

〈
杉
ナ
シ
〉
わ
れ
を
助
け
ん
そ
れ
ゆ
え
に
／
〈
金
・
中
〉
わ
れ
を
助
け
ん
そ
の
た
め
に　

〈
杉
ナ

シ
〉
四
箇
所
の
傷
を
受
け
給
う　

〈
杉
ナ
シ
〉
生
害
せ
ん
と
な
さ
れ
し
が　

そ
の
ま
ま
御
恩
を
お
く
ら
ん
と　

〈
杉
ナ
シ
〉
思
え
ど
狐
の

身
な
る
ゆ
え
／
〈
金
・
中
〉
思
え
ど
畜
生
の
身
な
る
ゆ
え　

〈
杉
ナ
シ
〉
何
と
せ
ん
方
な
き
ま
ま
に　

葛
の
葉
姫
の
仮
姿　

〈
杉
ナ
シ
〉

〈
金
・
中
ナ
シ
〉
そ
の
場
に
出
で
て
自
ら
が　

〈
杉
ナ
シ
〉〈
金
・
中
ナ
シ
〉
手
傷
の
介
抱
切
腹
と
げ　

〈
杉
ナ
シ
〉〈
金
・
中
ナ
シ
〉
伴
い

こ
の
屋
へ
入
り
に
け
る　

︙
︙

　

高
田
瞽
女
の
テ
キ
ス
ト
は
節
略
が
激
し
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
先
に
杉
本
氏
の
複
数
の
演
唱
例
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
個
々
の
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演
唱
例
に
は
出
現
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
ヒ
ト
コ
ト
が
︑
小
林
氏
ら
の
テ
キ
ス
ト

に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
右
の
テ
キ
ス
ト
で
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
と
し
た
部
分
︶︒
こ
れ
ら
の
ヒ
ト
コ
ト
は
︑
杉
本
氏
個
人
の
﹁
記
憶
言
語
﹂

の
テ
キ
ス
ト
に
安
定
し
て
存
在
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
瞽
女
集
団
分
岐
以
前
の
原
テ
キ
ス
ト
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
演
唱
例
数

が
多
い
も
の
は
﹁
記
憶
言
語
﹂
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
推
定
も
︑
そ
の
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

四
・
七　

瞽
女
集
団
分
岐
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
韻
律
句
２　

祭
文
松
坂
の
各
演
目
冒
頭
︵
先
頭
段
冒
頭
︶
に
置
か
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
は
︑
一

見
︑
演
唱
ご
と
の
変
異
が
は
げ
し
い
た
め
︑
即
興
で
産
生
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
れ
も
次
の
よ
う
に
リ
ニ
ア
な
単

一
の
﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
を
想
定
し
︑
演
唱
ご
と
に
か
っ
こ
部
分
が
脱
落
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ
氏 

阿
賀
北
瞽
女
・
小
林
ハ
ル
氏

①　

さ
れ
ば
に
よ
り
て
は
こ
れ
に
ま
た 

①　

さ
れ
ば
に
よ
り
て
は
こ
れ
に
ま
た

②
︵
い
ず
れ
に
お
ろ
か
は
あ
ら
ね
ど
も
︶ 

②　

い
ず
れ
に
お
ろ
か
は
な
け
れ
ど
も

　
　

も
の
の
あ
わ
れ
を

⑤　

種
々
な
る
利
益
を　
　

た
ず
ぬ
る
に

　
　

な
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ま
に

③　

よ
き　
　

新
作
も
な
き　
　

ゆ
え
に 
③　

な
に
新
作
の
な
き
ま
ま
に

 
④　

古
き
文
句
に
候
え
ど

 

⑤
︵
も
の
の
あ
わ
れ
を
た
ず
ぬ
れ
ば
︶

⑥  ﹇
演
目
名
﹈ 

⑥  ﹇
演
目
名
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

よ
め
ね
ど
も

⑦　

こ
と
は
細
か
に　
　

 

知
ら
ね
ど
も 

⑦　

こ
と
は
細
や
か
に
は
よ
め
ね
ど
も

⑧　

あ
ら
あ
ら
よ
み
あ
げ
奉
る 

⑧　

あ
ら
あ
ら
よ
み
あ
げ
奉
る
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⑨
︵
お
き
ず
み
な
さ
れ
て
下
さ
い
と
︶

　

元
長
岡
瞽
女
片
貝
組
・
渡
辺
キ
ク
氏 

長
岡
瞽
女
岩
田
組
・
金
子
セ
キ
氏
・
中
静
ミ
サ
オ
氏

①　

し
か
る
に
よ
り
て
こ
れ
は
ま
た 

①　

さ
は
さ
り
な
が
ら　

さ
り
な
が
ら

②　

あ
れ
よ
こ
れ
よ
と
思
え
ど
も

③　

な
に
新
作
も
な
き
ま
ま
に

④　

古
き
文
句
に
候
え
ど

⑤　

も
の
の
あ
わ
れ
を
た
ず
ぬ
れ
ば 

⑤　

も
の
の
あ
わ
れ
を
た
ず
ぬ
ら

⎝
マ
マ
⎠ば

⑥　
﹇
演
目
名
﹈ 

⑥　
﹇
演
目
名
﹈

 

⑦　
︵
こ
と
細
か
に
よ
め
な
い⎝

マ
マ
⎠ど

︶

⑧　

こ
れ
よ
り
よ
み
あ
げ
奉
る 

⑧　
︵
あ
ら
あ
ら
︶
よ
み
あ
げ
奉
る

⑨　

お
聞
き
な
さ
れ
て
く
だ
し
ゃ
ん
せ

　

①
は
新
た
な
演
目
へ
の
切
り
換
え
の
宣
言
︑
②
～
④
は
演
目
の
選
択
に
つ
い
て
︑
⑤
⑥
は
演
目
の
紹
介
︑
⑦
⑧
は
演
唱
開
始
の
挨
拶
︑
⑨
は
静

聴
の
要
請　

と
︑
合
理
的
な
構
成
が
共
通
し
て
い
る
︒

　

系
統
の
異
な
る
組
織
に
属
し
た
瞽
女
の
間
に
︑
ユ
ニ
ッ
ト
の
構
成
要
素
と
そ
の
順
序
に
顕
著
な
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
だ
か
ら
︑
見
か
け
の
放

縦
さ
と
は
う
ら
は
ら
に
実
は
︑
先
に
検
討
し
た
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂
の
本
体
同
様
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
も
瞽
女
集
団
分
岐
以
前
か
ら
の
詞
章
を
受
け
継

ぐ
来
歴
の
古
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
見
比
べ
る
こ
と
で
︑
高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ
氏
の
⑤
は
︵
⑥
に
か
か
る
と
い

う
意
味
か
ら
考
え
て
も
︶
本
来
の
位
置
か
ら
異
動
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き
る⎠

11
⎝

︒

四
・
八　

以
上
の
瞽
女
唄
・
盲
僧
琵
琶
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
同
一
演
者
の
同
一
演
目
で
あ
っ
て
も
韻
律
句
の
脱
落
・
追
加
・
反
復
・
位
置
入
れ
替

え
と
い
う
顕
著
な
変
動
が
見
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
で
﹁
外
部
化
﹂
の
際
臨
時
に
生
じ
る
も
の
に

す
ぎ
ず
︑﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
本
体
は
き
わ
め
て
安
定
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒ 

︵
第
一
部
未
完
︶
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当
地
の
方
言
で
は
イ
と
エ
は
音
韻
的
に
区
別
さ
れ
な
い
が
︑
杉
本
氏
自
身
が
キ
ク
イ
で
は
な
く
︑
キ
ク
エ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︵
鈴
木
紹
英
︵
一
九

九
九
︶︶
の
で
︑
本
稿
で
は
︑
無
形
文
化
財
指
定
書
の
表
記
以
降
広
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
キ
ク
イ
は
採
ら
ず
︑
キ
ク
エ
と
表
記
す
る
︒
な
お
︑
こ
の
地

域
で
は
イ
と
エ
の
他
に
も
︑
ユ
︑
○
ュ
が
ヨ
︑
○
ョ
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
以
下
の
演
唱
例
の
文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
ち
が
い
は
一
々

表
示
し
な
い
︒

2 

小
林
ハ
ル
氏
の
弟
子
と
も
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
四
郎
丸
瞽
女
の
土
田
ミ
ス
氏
︵
一
九
〇
九
～
一
九
七
八
︶
も
小
林
氏
と
同
じ
く
新
発
田
市
教
育
委
員
会

に
よ
っ
て
全
演
目
の
全
長
に
わ
た
る
録
音
が
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
複
数
回
の
演
唱
の
録
音
が
な
い
の
で
︑
残
念
な
が
ら
今
回
の
よ
う
な
研
究
に
は
も
ち

い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

3 

大
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
音
源
の
︑
カ
タ
カ
ナ
は
文
字
化
資
料
の
略
称
︒
以
下
の
演
唱
例
で
も
同
様
︒
本
稿
末
の
資
料
リ
ス
ト
参
照
︒

4 

山
本
︵
一
九
八
八
︶
は
︑
一
九
七
〇
年
代
初
頭
と
い
う
研
究
の
ご
く
初
期
に
早
く
も
杉
本
キ
ク
エ
氏
の
﹁
山
椒
大
夫
﹂
の
三
回
の
演
唱
を
調
査
し
︑
ヒ

ト
ナ
ガ
シ
を
音
楽
的
面
と
文
学
的
面
の
両
面
を
も
つ
単
位
で
詩
の
﹁
連
﹂
に
相
当
す
る
も
の
と
し
た
が
︑
こ
の
単
位
観
は
誤
り
で
あ
る
︒

 

　

杉
本
キ
ク
エ
氏
は
︑
登
場
人
物
の
会
話
の
部
分
は
音
数
の
定
型
に
も
メ
ロ
デ
ィ
に
も
載
せ
ず
普
通
の
話
し
言
葉
と
し
て
語
る
た
め
︑
会
話
の
前
で
そ

れ
ま
で
の
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
は
中
断
さ
れ
︑
会
話
の
後
あ
ら
た
め
て
新
し
い
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
が
始
め
ら
れ
る
︒﹁
山
椒
大
夫
﹂
は
会
話
の
部
分
が
多
い
の
で
︑

会
話
の
た
び
︑
ど
の
演
唱
で
も
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
開
始
位
置
が
一
旦
揃
う
こ
と
に
な
り
︑
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
区
切
れ
の
演
唱
ご
と
の
ち
が
い
が
大
き
く
な
ら

な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
杉
本
氏
の
・﹁
山
椒
大
夫
﹂
の
特
例
に
す
ぎ
ず
︑
会
話
部
分
も
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
一
部
と
し
て
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
て
歌
う
他
の

瞽
女
で
は
そ
う
し
た
こ
と
は
お
き
な
い
し
︑
杉
本
氏
も
三
・
三
で
演
唱
例
を
示
し
た
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂
や
多
く
の
口
説
の
よ
う
に
会
話
の
部
分
の
乏

し
い
演
目
で
は
ヒ
ト
ナ
ガ
シ
の
区
切
り
は
演
唱
ご
と
に
一
致
し
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
︑
音
楽
的
特
徴
と
詞
章
は
一
定
の
対
応
を
示
さ
な
い
の
で
あ
る
︒

5 

Ｄ
は
末
尾
が
﹁
必
ず
人
手
に
渡
す
な
と　

弟
の
衿
に
掛
け
さ
せ
て
﹂
と
逆
転
︒
Ｈ
は
こ
れ
ら
の
あ
と
に
﹁
返
す
返
す
に
言
い
聞
か
す
﹂
を
補
入
︒

6 

以
下
の
演
唱
例
で
〈　
〉
で
示
し
た
注
記
は
直
後
の
ヒ
ト
コ
ト
の
み
に
適
用
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
は
ヒ
ト
コ
ト
単
位
で
の
変
容
の
問
題
を
と
り
あ
げ
︑
文

法
要
素
の
実
現
形
の
ゆ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
別
に
論
じ
る
の
で
︑
文
法
要
素
に
つ
い
て
は
出
現
例
の
一
例
を
示
す
に
と
ど
め
て
い
る
︒
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杉
本
キ
ク
エ
氏
自
身
の
発
言
﹁
た
だ
丸
暗
記
し
て
も
だ
め
だ
よ
︒
意
味
を
考
え
な
き
ゃ
さ
︒
意
味
を
考
え
な
が
ら
覚
え
る
と
ち
ゃ
ん
と
次
に
な
に
が
く

る
か
わ
か
る
よ
う
に
な
る
さ
﹂︵
大
山
︵
一
九
七
七
︶︶︒

8 
用
例
の
出
現
位
置
は
︑
杉
本
キ
ク
エ
氏
伝
承
の
演
目
を
も
っ
と
も
多
く
収
録
し
て
い
る
︵
他
の
市
販
音
源
の
演
目
も
す
べ
て
含
ま
れ
る
︶
上
越
市
教
育

委
員
会
所
蔵
テ
ー
プ
に
つ
い
て
全
演
目
を
文
字
化
し
た
板
垣
俊
一
︵
二
〇
〇
九
︶
の
﹁︵
ペ
ー
ジ
と
段
・
行
︶﹂
で
示
し
た
︒
行
は
﹁
そ
の
行
の
直
後
に

挿
入
﹂
を
表
す
も
の
と
す
る
︒

9 

板
垣
︵
二
〇
〇
九
︶
は
演
唱
例
Ｆ
を
底
本
と
す
る
が
他
の
資
料
で
校
訂
し
︑
Ｆ
に
な
い
こ
の
ヒ
ト
コ
ト
を
載
せ
て
い
る
︒

10 

杉
：
杉
本
キ
ク
エ
氏
の
テ
キ
ス
ト　
　
　

金
・
中
：
金
子
セ
キ
︑
中
静
ミ
サ
オ
両
氏
の
テ
キ
ス
ト

 

︻　

︼：
小
林
ハ
ル
氏
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
が
︑
他
の
瞽
女
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
ヒ
ト
コ
ト

11 

中
間
段
冒
頭
の
ユ
ニ
ッ
ト
︑
最
終
段
以
外
の
段
末
の
ユ
ニ
ッ
ト
︑
最
終
段
末
︵
演
目
末
︶
の
ユ
ニ
ッ
ト
も
﹁
記
憶
言
語
﹂
の
テ
キ
ス
ト
が
想
定
で
き
る

が
︑
紙
数
の
関
係
で
省
略
す
る
︒

瞽
女
唄
資
料
（
高
田
瞽
女
・
杉
本
キ
ク
エ
氏
演
唱
分
）

音
源
︵
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
︒
Ｌ
Ｐ
﹃
瞽
女
─
伝
統
高
田
瞽
女
の
記
録
﹄
テ
イ
チ
ク1528

～29　

一
九
七
七
年　

の
み
未
入
手
・
未
聴
取
︶

Ａ 

Ｃ
Ｄ
﹃
瞽
女
う
た
２
─
高
田
瞽
女
篇
﹄
オ
フ
ノ
ー
トO

N
39　

一
九
九
九
年

Ｂ 

Ｌ
Ｐ
﹃
越
後
の
瞽
女
唄
﹄
C
B
S
ソ
ニ
ー SO

D
Z1

～3　

一
九
七
三
年

Ｃ 

Ｌ
Ｐ
﹃
瞽
女
﹄
私
家
版
︵
荒
井
一
章
︶TPL3026

～27　

一
九
七
三
年

Ｄ 

カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
﹃
越
後
瞽
女
唄
︵
一
︶︵
二
︶﹄
岩
波
ホ
ー
ル
・
カ
セ
ッ
ト
講
座 

民
俗
芸
能
シ
リ
ー
ズ
１　

一
九
七
八
年　

岩
波
書
店

 

︵︵
二
︶
は
未
入
手
︒
国
会
図
書
館
所
蔵
分
も
テ
ー
プ
経
年
劣
化
の
た
め
聴
取
不
能
︒
付
属
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
所
載
の
文
字
化
に
よ
る
︶

Ｅ 

Ｌ
Ｐ
﹃
越
後
瞽
女
の
う
た
﹄
コ
ロ
ム
ビ
ア FZ-7011

～4　

一
九
七
五
年

Ｆ 

Ｃ
Ｄ
﹃
瞽
女
唄
１
～
５
﹄
新
潟
県
上
越
市　

一
九
九
一
年

 

︵
Ｃ
Ｄ
﹃
瞽
女
唄
﹄︵
上
越
市
立
総
合
博
物
館
編︵
二
〇
一
五
︶付
録
︶
は
同
音
源
の
抄
出
︶

 

︵
板
垣
俊
一︵
二
〇
〇
九
︶に
こ
の
Ｃ
Ｄ
の
も
と
に
な
っ
た
上
越
市
所
蔵
テ
ー
プ
収
録
の
祭
文
松
坂
・
口
説
全
演
目
に
つ
い
て
の
文
字
化
が
あ
る
が
︑
他

資
料
を
も
ち
い
て
の
校
訂
が
加
え
ら
れ
て
︑
音
源
の
ま
ま
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︶

Ｇ 

Ｌ
Ｐ
﹃
杉
本
キ
ク
エ　

越
後
瞽
女
の
唄
﹄
ク
ラ
ウ
ン
レ
コ
ー
ド SW

-5070

～71　

一
九
七
七
年
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Ｈ 

Ｌ
Ｐ
﹃
無
形
文
化
財
越
後
高
田
瞽
女
唄
﹄
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド K

H
A

1008

～10　

一
九
七
八
年

 
︵
Ｃ
Ｄ
﹃
名
人
に
よ
る
日
本
の
伝
統
芸
︿
瞽
女
唄
﹀
杉
本
キ
ク
イ
﹄
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド K
IC

H
2376　

二
〇
〇
一
年 

は
こ
れ
と
同
音
源
の
抄
出
︶

Ｉ 
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
︵
重
版
時
は
Ｃ
Ｄ
︶　

杉
山
幸
子︵
一
九
九
五
︶の
付
録

文
字
化
資
料
︵
上
記
音
源
と
は
別
の
非
公
開
音
源
に
基
づ
く
も
の
の
み
︶

ア　

斎
藤
真
一
︵
一
九
七
五
︶　　
　
　
　
　
　

イ　

大
山
真
人
︵
一
九
七
七
︶

ウ　

山
本
吉
左
右
︵
一
九
八
八
︶
文
字
化
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
︑
本
稿
で
は
﹁
ウ
ａ
・
ウ
ｂ
・
ウ
ｄ
﹂
と
表
示

 

●
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂ 

 

●
祭
文
松
坂
﹁
山
椒
大
夫
﹂

 

Ａ
・
Ｉ　

一
九
五
四
年
録
音
︵
一
段
目
の
み
︶ 

ア　

一
九
七
二
年
以
前
︵
二
段
目
冒
頭
ま
で
︶

 

︵
高
田
市
文
化
財
調
査
委
員
会
︵
一
九
六
〇
︶
に
文
字
化
あ
り
︶ 

D　

一
九
七
三
年
一
二
月
一
日
録
音
︵
一
段
目
︒
テ
ー
プ
未
聴
取
︒
文
字
化
資
料

 

イ　

一
九
七
一
年
七
月
録
音
に
基
づ
く
︵
一
段
目
の
み
︶ 

 

に
よ
る
︶

 

Ｂ　

一
九
七
二
年
三
月
録
音
︵
一
段
目
の
み
︶ 

Ｅ　

一
九
七
四
年
五
月
録
音
か
︵
一
段
目
・
二
段
目
︶

 

Ｃ　

一
九
七
三
年
以
前
録
音
︵
一
段
目
前
半
の
み
︶ 

Ｆ　

一
九
七
六
年
八
月
四
日
録
音
︵
一
段
目
・
二
段
目
︶

 

Ｄ　

一
九
七
三
年
一
二
月
一
日
録
音
︵
二
段
目
の
み
︶ 

ウ
ａ
・
ｄ　

一
九
七
六
年
一
〇
月
以
前
︵
ｄ
は
ａ
の
続
き
︒
あ
わ
せ
て
二
段
目
前

 

Ｅ　

一
九
七
四
年
五
月
録
音
か
︵
一
～
三
段
目
︶ 

　
　
　
　

 　

半
ま
で
︶

 

Ｆ　

一
九
七
五
年
五
月
一
五
日
録
音
︵
一
段
目
の
み
︶ 

ウ
 b　

一
九
七
六
年
一
〇
月
以
前
︵
二
段
目
冒
頭
ま
で
︶

 

Ｈ　

一
九
七
七
年
録
音
︵
一
～
三
段
目
︶ 

Ｇ　

一
九
七
七
年
七
月
一
日
録
音
︵
一
段
目
・
二
段
目
︶

 
 

 

Ｈ　

一
九
七
七
年
録
音
︵
一
段
目
の
み
︶

　

●
口
説
﹁
松
前
口
説
﹂ 

 

●
口
説
﹁
馬
口
説
﹂ 

●
口
説
﹁
お
し
げ
口
説
﹂

 

Ａ　

一
九
五
四
年
録
音 

ア　

一
九
七
二
年
以
前 

ア　

一
九
七
二
年
以
前

 

ア　

一
九
七
二
年
以
前 

Ｄ　

一
九
七
三
年
一
二
月
一
日
録
音 

Ｇ　

一
九
七
七
年
七
月
一
日
録
音

 

Ｃ　

一
九
七
三
年
以
前
録
音︵
前
半
の
み
︶ 

Ｇ　

一
九
七
七
年
七
月
一
日
録
音 

Ｆ　

一
九
七
九
年
七
月
五
日
録
音

 

Ｄ　

一
九
七
三
年
一
二
月
一
日
録
音 

Ｈ　

一
九
七
七
年
録
音

 

Ｅ　

一
九
七
四
年
五
月
録
音
か 

Ｆ　

一
九
七
九
年
五
月
一
四
日
録
音

 

イ　

一
九
七
五
年
五
月
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Ｆ　

一
九
七
九
年
八
月
九
日
録
音

●
口
説
﹁
三
人
心
中
口
説
﹂ 

●
口
説
﹁
へ
そ
穴
口
説
﹂

 
ア　

一
九
七
二
年
以
前 

ア　

一
九
七
二
年
以
前

 

Ｂ　

一
九
七
二
年
三
月
録
音 

Ｂ　

一
九
七
二
年
三
月
録
音

 

Ｆ　

一
九
七
九
年
六
月
二
七
日
録
音 

Ｆ　

一
九
七
八
年
一
二
月
六
日
録
音

瞽
女
唄
資
料
（
阿
賀
北
瞽
女
・
小
林
ハ
ル
氏
演
唱
分
）

音
源
︵
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
︶

Ａ　

新
発
田
市
教
育
委
員
会
所
蔵
テ
ー
プ
︵
新
発
田
市
文
化
財
調
査
審
議
会
編
︵
一
九
七
五
︶
に
文
字
化
あ
り
︒
板
垣
俊
一
︵
二
〇
〇
九
︶
に
祭
文
松
坂
・
口

説
全
演
目
の
文
字
化
が
あ
る
が
︑
他
資
料
を
も
ち
い
て
の
校
訂
が
加
え
ら
れ
て
︑
音
源
の
ま
ま
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︶

Ｂ　

Ｃ
Ｄ
﹃
最
後
の
瞽
女
小
林
ハ
ル 

９
６
歳
の
絶
唱
﹄
私
家
版
︵
川
野
楠
己
︶K

H
K

-96　

一
九
九
七
年

 

●
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂・﹁
阿
波
の
徳
島
十
郎
兵
衛
﹂

 

Ａ　

一
九
七
三
～
七
四
年
録
音 
Ｂ　

一
九
九
六
年
四
月
録
音

瞽
女
唄
資
料
（
長
岡
瞽
女
（
岩
田
組
）・
金
子
セ
キ
氏
、
中
静
ミ
サ
オ
氏
演
唱
分
）

音
源
︵
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
︶

Ａ　

Ｌ
Ｐ
﹃
越
後
の
瞽
女
唄
﹄
C
B
S
ソ
ニ
ー  SO

D
Z1

～3　

一
九
七
三
年

文
字
化
資
料
︵
上
記
音
源
と
は
別
の
非
公
開
音
源
に
基
づ
く
も
の
の
み
︶

ア　

鈴
木
昭
英
︵
一
九
七
九
︶ 

イ　

村
田
潤
三
郎
︵
一
九
八
一
︶

 

●
祭
文
松
坂
﹁
葛
の
葉
子
別
れ
﹂

 

Ａ　

一
九
七
二
年
一
〇
月
一
一
日
録
音 

ア　

一
九
七
〇
～
七
八
年
の
録
音
に
基
づ
く 

イ　

一
九
七
七
年
以
前

瞽
女
唄
資
料
（
元
長
岡
瞽
女
（
片
貝
組
）・
渡
辺
キ
ク
氏
演
唱
分
）

音
源
︵
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
︶
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Ａ　

Ｃ
Ｄ
﹃
瞽
女
う
た
─
長
岡
瞽
女
篇
﹄
オ
フ
ノ
ー
トO

N
38　

一
九
九
九
年
︵
鈴
木
昭
英
︵
一
九
七
九
︶
に
文
字
化
あ
り
︶

 
●
祭
文
松
坂
﹁
小
栗
判
官
﹂

 
Ａ　

一
九
七
一
年
四
月
一
九
日
録
音

日
向
盲
僧
琵
琶
資
料
（
永
田
法
順
氏
演
唱
）

音
源
︵
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
︶

Ａ　

Ｃ
Ｄ
﹃
最
後
の
琵
琶
盲
僧 

永
田
法
順 

風
土
が
育
ん
だ
声
と
︑
心
と
き
め
く
琵
琶
の
弾
奏
﹄︵
川
野
楠
己
︵
二
〇
一
二
︶
付
録
︶

Ｂ　

Ｃ
Ｄ
﹃
日
向
の
琵
琶
盲
僧 
永
田
法
順
の
世
界
﹄︵
川
野
楠
己
・
小
島
美
子
・
薦
田
治
子
・
中
山
一
郎
編
︵
二
〇
〇
五
︶﹃
日
向
の
琵
琶
盲
僧 

永
田
法
順
﹄　

琵
琶
盲
僧
・
永
田
法
順
を
記
録
す
る
会　

所
収
︶

 

●﹁
釈
迦
の
段
﹂

 

Ａ　

一
九
九
六
年
一
〇
月
一
〇
日
録
音 

Ｂ　

一
九
九
九
年
一
〇
月
一
六
日
録
音
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︑
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︶﹃
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︶﹁
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︵
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潤
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︵
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︱
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社


