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〔
凡
例
〕

・
本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）

が
大
正
末
年
か
ら
行
な
っ
た
講
義
・
講
演
を
、
学
生
で
門
弟

で
あ
り
、
昭
和
六
年
か
ら
八
年
ま
で
助
手
を
務
め
た
小
池
元

男
氏
が
筆
記
し
た
ノ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。資
料
の
解
題
は
、

先
に
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
国
文
学
会
の
『
野
州
国
文

学
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
の
「
小
池
元
男

ノ
ー
ト
―
折
口
信
夫
・
郷
土
研
究
会
ほ
か
講
義
ノ
ー
ト
―
」、

及
び
『
國
學
院
雑
誌
』
第
百
十
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五

〈
資
料
〉

折
口
信
夫
「
発
生
日
本
文
学
史
　
平
安
朝
に
於
け
る

声
楽
と
民
謡
と
の
関
係
」

（
國
學
院
大
學
講
義
）

伊
　
藤
　
高
　
雄  

編

年
十
月
号
）
の
「
折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義
そ
の
他
―

小
池
元
男
・
石
上
順
ノ
ー
ト
―
」
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。・
本
号
に
翻
刻
す
る

資
料
は
、
ノ
ー
ト
番
号
49
の
「
発
生
日
本
文
学
史
」（
筆
記

年
時
不
明
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
「
平
安
朝
に
於
け
る
声
楽

と
民
謡
と
の
関
係
」
で
あ
る
。
表
記
は
原
則
と
し
て
常
用
漢

字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と
し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
正

字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
で

示
し
た
。
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表紙

一頁目
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前
に
萬
葉
の
話
を
し
て
来
た
。
萬
葉
の
歌
は
、
民
謡
的
の
要
素

と
、
文
学
的
要
素
と
混
淆
し
て
ゐ
る
。
民
謡

―
文
学
的
と
な

つ
た
と
い
ふ
事
。

平
安
朝
の
色
彩
が
濃
く
し
た
頃
、
そ
の
歌
の
流
れ
は
、
ど
う
い

ふ
風
な
色
彩
を
も
つ
た
か
。

一
方
に
短
歌
は
外
的
に
文
学
と
な
つ
た
。
即
ち
文
学
と
し
て
の

意
識
を
生
じ
て
ゐ
る
（
内
的
に
は
議
論
あ
り
）。
そ
の
代
表
が

平
安
朝
百
年
に
出
来
た
古
今
集
で
あ
る
。
声
楽
と
文
学
と
の
間

を
歩
い
て
ゐ
る
。
純
粋
の
文
学
で
は
な
く
、
声
楽
の
台
詞
と
し

て
の
応
用
文
学
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
だ
と
い
ふ
意
識
が
歌
に

対
し
て
生
じ
て
来
た
。
こ
れ
は
萬
葉
よ
り
続
い
て
ゐ
る
。
平

安
朝
に
な
る
と
、
朗
詠
を
す
る
。（
漢
詩

―
和
訳
し
て
歌
ふ

―
及
び
日
本
の
歌
と
を
歌
ふ
）。

踏
歌
の
節
会
の
場
合
に
謡
は
れ
た
文
章
か
ら
さ
う
な
つ
て
来

た
。
歌
の
よ
み
方
と
漢
詩
の
よ
み
方
と
は
音
の
組
合
せ
が
異
な

発
生
日
本
文
学
史
　
平
安
朝
に
於
け
る
声
楽
と
民
謡
と
の
関
係

る
。
そ
れ
を
一
緒
に
よ
む
。
ち
が
つ
た
感
じ
が
出
て
来
る
。
日

本
文
学
と
し
て
漢
詩
を
よ
ん
で
よ
み
切
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
味
が
あ

る
。
朗
詠
が
平
安
朝
で
一
番
先
に
出
来
て
、
平
安
朝
末
期
ま
で

行
は
れ
た
。
声
楽
、
民
間
に
下
つ
て
鎌
倉
、
室
町
の
宴
曲
な
ど

が
生
れ
る
。
朗
詠
が
平
安
朝
中
頃
に
非
常
に
栄
え
て
来
た
。

朗
詠
の
方
で
い
ふ
と
、
藤
原
公
任
の
作
つ
た
和
漢
朗
詠
集
、
藤

原
基
俊
の
新
撰
朗
詠
集
等
出
で
て
、
朗
詠
の
標
準
文
句
を
集
め

て
ゐ
る
。
編
者
の
頭
で
文
学
的
に
価
値
あ
り
、
歌
つ
て
い
ゝ
も

の
を
集
め
た
も
の
が
、
朗
詠
集
故
に
、
中
に
は
歌
は
れ
ず
に
了

つ
た
も
の
も
あ
る
。

和
歌
と
漢
詩
と
対
立
さ
せ
た
も
の
。
平
安
中
頃
の
も
の
は
声
楽

と
し
て
進
み
、
文
学
と
し
て
低
く
な
る
。
い
ゝ
句
だ
け
抜
い
て

来
る
よ
う
に
な
る
が
、
は
じ
め
の
傾
向
は
、
歌
が
あ
る
と
そ
れ

を
七
言
絶
句
に
訳
し
て
詩
を
作
り
、
双
方
を
歌
つ
た
も
の
ら
し

い
。
書
物
の
性
質
か
ら
さ
う
言
へ
る
。
一
番
最
初
に
は
新
撰
萬
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葉
集
（
菅
家
）
で
あ
る
。
古
今
集
よ
り
古
く
、
道
真
の
編
故
に

菅
家
萬
葉
集
と
云
ふ
。
上
下
巻
に
よ
つ
て
編
者
が
違
ふ
。
奥
書

が
違
ふ
か
ら
上
下
二
巻
別
に
出
来
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
此

本
で
道
真
の
し
た
部
分
は
漢
詩
に
直
し
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
謡
ひ
物
と
し
て
書
物
の
上
で
見
ら
れ
る
出
発
点
と
し

て
は
新
撰
萬
葉
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
古
今
の
頃
、

　
　

古
今　
　
　
　

文
学

　
　

新
撰
万
葉
集　

声
楽
と
文
学

　
　

声
楽
と
し
た
も
の

朗
詠
は
今
の
宮
内
省
で
や
つ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
中
絶
し
て
了
つ
た
の
を
、今
ま
た
や
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

謡
ひ
物
は
、
文
句
と
意
味
と
併
行
せ
ね
ば
進
ま
ぬ
。

平
安
朝
の
声
楽
の
話
は
、
朗
詠
を
た
ど
れ
ば
よ
い
。

わ
れ
〳
〵
が
今
見
ら
れ
る
範
囲
で
立
派
に
神
の
前
で
奏
す
る
歌

だ
と
云
ふ
事
が
出
来
る
の
は
、
古
今
巻
二
十
の
大
歌
所
の
歌
、

東
歌
で
あ
る
。

―
古
今
で
一
番
よ
い
の
は
番
外
の
二
十
巻
で

あ
る
。
当
時
の
文
学
論
が
悪
か
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
文
学
の

短
歌
の
出
発
点
が
違
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

巻
二
十
は
、
神
事
の
声
楽
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
大
歌
所
の
歌
が

ま
づ
神
事
の
歌
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
一
番
古
い
も
の
。
こ
の
中

に
時
代
不
明
の
鎮タ
マ
シ
ヅ
メ
魂
タ
マ
フ
リ

歌
が
あ
る
。
巻
二
十
の
大
歌
所
の
歌
の
芯

に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
を
見
る
と
、
採
物
の
歌
と
い
ふ
も
の
が
あ

る
。
主
な
の
は
、
神
事
の
歌
で
、
大
直
日
歌
、
神
遊
び
歌
、
次

に
採
物
の
歌
が
出
る
。

（
あ
そ
び
は
鎮
魂
舞
踊
。）
採
物
に
よ
つ
て
歌
の
文
句
が
違
ふ
。

恐
ら
く
は
じ
め
は
、
こ
の
矛
は
何
だ
と
い
ふ
様
な
採
物
の
由
来

を
と
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
は
後
世
ま
で
残
つ
て
ゐ
る
。
平

安
朝
中
頃
、
一
条
天
皇
の
頃
ゐ
た
一
条
左
大
臣
源
雅
信
が
、
テ

キ
ス
ト
を
作
つ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
神
楽
歌
譜
が

あ
る
。
こ
の
人
は
声
楽
と
関
係
の
深
い
人
で
あ
る
。
神
楽
歌
譜

を
見
る
と
、
古
今
の
神
遊
び
の
歌
と
同
じ
も
の
あ
り
、
神
楽
歌

譜
よ
り
出
た
も
の
が
古
今
集
の
神
遊
び
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
。

書
物
記
載
の
時
代
で
実
際
の
後
先
は
決
定
せ
ら
れ
ぬ
。
記
録
せ

ら
れ
ず
と
も
下
に
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
亡
ぶ
も
の

と
定
本
を
得
て
固
定
す
る
も
の
と
あ
る
。

神
遊
び
と
神
楽
と
い
ふ
事
は
、
殆
ん
ど
同
じ
こ
と
ら
し
い
。
神

楽
と
書
い
て
あ
つ
て
も
、
先
輩
等
は
か
み
あ
そ
び
と
読
み
た
が

る
が
、
こ
れ
は
同
じ
も
の
だ
が
、
時
代
に
よ
つ
て
云
ふ
仕
方
が

違
ふ
。
等
し
く
神
前
で
舞
ひ
謡
ふ
の
は
同
じ
い
が
、
中
心
の
精



折口信夫「発生日本文学史　平安朝に於ける声楽と民謡との関係」95

神
が
違
ふ
。
神
楽
は
後
に
宮
廷
に
入
つ
た
も
の
。
此
語
が
前
の

神
遊
び
を
併
合
し
、
神
遊
び
よ
り
複
雑
に
な
る
。

鎮
魂
歌
は
普
通
非
常
に
古
い
も
の
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

と
ば
が
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
歌

ひ
手
が
謡
ひ
違
へ
た
為
だ
。
謡
ひ
物
を
歌
ひ
ま
ち
が
へ
、
定
本

を
作
る
と
、
正
し
い
も
の
が
、
誤
り
と
な
る
。
鎮
魂
歌
は
、
神

遊
歌
中
の
採
り
物
の
歌
。
神
楽
と
鎮
魂
が
神
遊
び
と
何
か
関
係

あ
り
。
と
に
か
く
謡
ひ
物
が
替
へ
歌
等
の
関
係
で
文
句
が
か
は

る
。
鎮
魂
歌
は
謡
ひ
物
と
し
て
大
切
な
だ
け
で
な
く
、
歌
が

違
ふ
。

神
楽
と
は
外
か
ら
入
つ
て
来
た
も
の
。

神
楽
と
は
、
移
動
す
る
神
座
を
持
つ
た
旅
行
者
が
神
を
も
つ
て

ゐ
る
。
そ
の
神
座
を
露
骨
に
も
つ
て
歩
く
人
々
が
ゐ
た
。
そ
れ

が
か
ぐ
ら
。
か
ぐ
ら
、
か
み
く
ら
→
か
ぐ
ら
と
云
つ
て
ゐ
る
説

は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
神
く
ら
→
か
ぐ
ら
と
い
ふ
事
に
な
る
の

で
あ
る
。
移
動
す
る
か
ぐ
ら
を
携
へ
て
歩
く
人
々
の
す
る
宗
教

舞
踊
が
即
神
楽
で
あ
る
。
神
楽
あ
そ
び
、
神
楽
ま
ひ
等
い
ふ
の

で
あ
ら
う
。

こ
の
神
楽
が
ど
こ
か
ら
宮
廷
に
来
た
か
。

神
楽
そ
の
も
の
を
見
て
わ
か
る
事
は
、
神
楽
の
は
じ
め
に
庭
で

火
を
焚
く
。
た
て
あ
か
し
と
云
ふ
。

　
　

た
て
あ
か
し
白
く
せ
よ
。
お
ゝ
。

と
て
灯
火
に
入
れ
る
。
次
に
あ阿

知

女
ち
め
〳
〵
と
い
ふ
。

又
、
お
ゝ
と
い
ふ
。
即
、
阿
知
女
作
法
を
す
る
。
今
ま
で
あ
ち

め
は
う
づ
め
と
い
ふ
事
だ
。
神
楽
の
は
じ
め
が
、
う
づ
め
の
命

だ
か
ら
、
う
づ
め
の
事
だ
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
い
ゝ
か
げ
ん
な
事

で
あ
る
。

神
楽
歌
の
中
に
歌
は
ぬ
歌
が
あ
る
。
磯
良
崎
、

　
　

伊
勢
の
海
海
人
の
刀
祢
ら
が
焚
く
ほ
の
け

　
　
　

磯
良
が
崎
に
か
ほ
り
あ
ふ

の
歌
を
歌
ふ
と
凶
事
が
あ
る
と
て
歌
は
れ
ぬ
。

磯
良
が
崎
と
い
ふ
事
に
意
味
が
あ
る
ら
し
い
。
神
楽
の
由
来
は

わ
か
ら
ぬ
が
、
太
平
記
に
由
来
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

あ
ど
め
の
磯
良
を
呼
び
出
す
為
に
し
た
の
が
神
楽
で
、
後
に
は

安
曇
の
磯
良
丸
と
い
ふ
神
の
様
な
名
に
な
る
。
す
る
と
、
あ
ど

め
と
い
ふ
事
は
、
あ
づ
み
と
同
じ
。

あ
づ
み
の
家
は
海
部
を
取
り
し
ま
つ
た
部
曲
の
民
で
あ
る
。

筑
前
の
志
賀
島
は
、
日
本
中
の
海
部
の
根
拠
地
で
あ
つ
た
。

あ
ど
め
、
あ
づ
み
の
い
そ
ら
と
い
ふ
も
の
が
神
楽
の
起
元
伝
説

に
つ
い
て
ゐ
る
。
す
る
と
、
い
そ
ら
と
神
楽
と
の
関
係
深
い
。
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あ
ち
め
と
い
ふ
こ
と
も
、
あ
づ
み
ら
し
い
。
音
韻
変
化
を
無
制

限
に
や
つ
て
行
く
の
は
よ
く
な
い
が
、
あ
づ
み
、
あ
ど
め
は
疑

ひ
な
く
同
じ
こ
と
。
こ
の
あ
ち
め
作
法
が
あ
る
為
に
、
あ
づ
め

の
所
縁
を
説
い
た
の
か
、
所
縁
が
あ
つ
て
、
あ
ち
め
作
法
が
起

つ
た
の
か
不
明
だ
が
、
あ
ち
め
作
法
を
や
る
と
、
お
ゝ
と
応
へ

て
阿
曇
の
磯
良
が
出
て
来
る
。

神
楽
歌
譜
に
は
外
に
一
と
こ
ろ
歌
ひ
方
を
か
へ
て
、
し
か
さ
へ

ず
る
声
と
云
ふ
注
を
加
へ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。し
か
は
志
賀
島
、

さ
へ
ず
る
は
声
楽
の
囀
で
あ
る
。
舞
人
が
歌
ひ
乍
ら
す
る
の
が

囀
で
あ
る
。
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
歌
、
意
味
わ
か
る
の
は
詠
と
い

ふ
。
日
本
で
病
的
に
早
く
か
ら
訓
読
し
た
の
は
音
楽
者
で
、
囀

を
さ
へ
ず
り
と
訓
ん
だ
。
訓
み
違
ひ
で
は
あ
る
が
、
南
蛮
の
語

を
鳥
の
囀
り
に
見
た
の
だ
と
云
へ
ど
、
考
へ
て
見
る
と
、
あ
ま

が
も
つ
て
ゐ
る
あ
ま
の
舞
ひ
に
行
ふ
と
こ
ろ
の
囀
と
い
ふ
事
で

あ
る
。

神
楽
は
志
賀
の
島
の
あ
ま
と
関
係
深
い
。
し
か
を
い
ひ
、
い
そ

ら
が
出
て
、
と
め
歌
と
な
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
。
で
、
あ
ま

の
さ
へ
ず
り
も
、
平
安
朝
の
考
へ
方
と
違
つ
て
、
あ
ま
の
持
つ

て
ゐ
る
舞
の
中
の
囀
に
関
す
る
も
の
と
い
ふ
事
。

神
楽
歌
と
い
ふ
も
の
は
、
他
処
か
ら
宮
廷
に
入
つ
て
来
た
。
し

か
も
、
神
楽
の
語
は
平
安
朝
に
な
つ
て
出
る
語
。
も
と
よ
り
宮

廷
に
あ
つ
た
も
の
で
な
く
、
何
時
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
平
安
朝
の

は
じ
め
に
宮
廷
に
入
つ
て
栄
え
た
も
の
。

今
の
神
楽
歌
譜
は
、
石
清
水
の
神
楽
と
関
係
深
い
。
そ
の
石
清

水
の
も
の
が
、
宮
廷
に
い
つ
た
の
か
、
同
源
で
、
二
つ
に
分
れ

た
の
か
は
結
着
は
つ
か
ぬ
。
ま
づ
石
清
水
系
統
の
神
事
舞
踊
と

い
ふ
程
度
で
と
め
て
お
く
。
石
清
水
の
神
は
九
州
よ
り
東
な
し

た
神
で
、
あ
ま
と
志
賀
島
と
関
係
深
い
神
で
あ
る
。

今
度
の
問
題
と
し
て
残
す
べ
き
は
、
神
楽
は
海
部
の
も
つ
て
ゐ

た
神
遊
び
の
音
楽
が
神
楽
。
宇
佐
の
信
仰
が
東
上
す
る
に
つ
れ

て
、
神
事
舞
踊
も
東
漸
し
た
と
考
へ
る
。

催
馬
楽

一
条
左
大
臣
源
雅
信
の
撰
し
た
催
馬
楽
譜
と
い
ふ
も
の
が
あ

る
。

平
安
朝
の
散
文
学
は
た
る
い
も
の
が
多
い
が
、
謡
ひ
も
の
を
先

に
し
た
方
が
よ
い
。
中
、
殊
に
面
白
い
の
は
催
馬
楽
。
風
俗
と

合
せ
て
読
む
と
興
味
が
出
て
来
る
。
風
俗
と
催
馬
楽
を
関
係
づ

け
て
話
す
。

現
在
、
催
馬
楽
に
は
あ
ち
め
作
法
の
つ
い
て
ゐ
る
の
は
、
神
楽
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の
ま
ね
。
名
称
の
起
元
に
就
い
て
、
催
馬
楽
は
後
、
唐
楽
の
中

に
数
へ
ら
れ
る
故
に
、
支
那
の
も
の
を
模
倣
し
た
と
す
る
説
こ

れ
は
誤
り
。

馬
を
催
し
立
て
ゝ
お
宮
へ
み
つ
ぎ
も
の
を
も
つ
て
行
く
楽
だ
と

云
は
れ
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
日
本
の
雅
楽
で
は
、
楽ラ
ク

と
訓
む
。

楽ラ

と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
又
唐
楽
の
中
に
入
れ
た
の
は
唐
楽
の

調
子
で
奏
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
唐
楽
の
中
に
日
本
の
も
の
が
い
く

つ
も
入
つ
て
ゐ
る
中
で
、文
字
面
か
ら
こ
れ
の
み
唐
伝
来
と
し
、

催サ
イ

馬
楽
だ
と
云
ふ
。

又
一
つ
、
催
馬
楽
の
中
に
わ
が
駒
と
言
ふ
歌
が
あ
る
。

い
で
わ
が
駒
早
く
ゆ
き
こ
せ　

ま
つ
ち
山
ま
つ
ら
む
人
を

行
き
て
…
…

と
い
ふ
の
か
ら
馬
を
催
す
催
馬
楽
だ
と
い
ふ
と
。

又
一
説
、
神
楽
歌
中
の
前
張
り
、
大
小
に
分
れ
て
ゐ
る
。
こ
の

名
の
わ
け
方
は
、

さ
き
は榛り
に
衣
は
染
め
む
。
雨
降
れ
ど
う
つ
ろ
ひ
難
し
深

く
染
め
て
ば

さ
き
は
り
は
、
榛
の
木
で
な
く
、
草
で
あ
る
。
花
弁
の
色
が
濃

い
赤
、
そ
れ
で
衣
の
色
を
す
つ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
き
は
り
で
衣
を
染
め
や
う
。
雨
が
降
つ
て
も
さ
き
は
り
で

染
め
た

こ
の
歌
よ
り
さ
い
ば
り
と
云
ふ
名
が
出
来
、
大
小
の
前
張
に
分

れ
て
ゐ
る
。
催
馬
楽
と
言
ふ
の
は
、
神
楽
歌
の
さ
い
ば
り
か
ら

出
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

私
は
、
こ
れ
は
動
か
せ
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
が
訛
し
て
さ
い
ば
ら

と
な
り
、
催
馬
楽
と
宛
て
た
。
そ
こ
に
は
時
代
の
連
想
か
ら
こ

の
文
字
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
前
張
よ
り
出
て
、
音
が
変
つ
て

さ
い
ば
ら
と
な
り
、
合
理
観
を
加
へ
て
催
馬
楽
と
し
た
。

神
楽
歌
の
一
は
採
物
、
二
前
張
、
三
早
歌
（
問
答
歌
）、
四
が

暁
声
の
四
種
に
分
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
、
恐
ら
く
二
の
部
分
を

興
が
つ
て
面
白
が
つ
た
。
今
度
は
二
だ
け
を
取
り
出
し
て
一
部

分
と
し
た
。

神
楽
は
歌
と
舞
ひ
と
あ
り
、
そ
の
中
で
謡
つ
て
面
白
い
の
は
大

小
前
張
り
。
そ
れ
を
取
り
出
し
、
そ
れ
が
次
第
に
発
達
し
て
も

謡
ふ
ば
か
り
で
催
馬
楽
と
な
つ
た
。
日
本
の
古
い
小
歌
が
次
第

に
唐
楽
め
い
た
調
子
で
歌
ひ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

催
馬
楽
は
本
当
に
独
立
し
た
。

即
、
神
楽
の
前
張
か
ら
出
た
も
の
。

つ
ま
り
宮
廷
や
貴
族
の
間
で
昔
の
民
謡
が
し
か
つ
め
ら
し
く
謡

は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
催
馬
楽
の
神
楽
と
違
ふ
と
こ
ろ
は
歌
体
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多
く
、
短
歌
が
基
準
と
な
つ
て
ゐ
な
い
自
由
な
、
譜
の
数
の
多

い
も
の
で
あ
つ
た
。

そ
の
譜
の
数
の
多
い
民
謡
が
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
の
は
、
平
安

朝
の
民
謡
の
特
徴
で
、
一
つ
〳
〵
の
も
の
そ
の
も
の
に
も
変
化

を
生
じ
内
容
に
於
て
も
極
く
自
由
な
も
の
を
出
す
。

日
本
の
民
謡
の
底
を
流
れ
て
ゐ
る
の
は
、
恋
愛
の
歌
。
そ
の
恋

愛
の
流
れ
方
が
変
化
し
、
時
代
と
共
に
下
が
ゝ
つ
て
性
慾
的
に

な
つ
て
来
る
。
奈
良
朝
頃
に
は
、純
粋
な
愛
の
も
の
は
な
い
が
、

明
る
か
つ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
暗
く
な
つ
て
く
る
。
つ
ま
り
奈

良
朝
及
び
以
前
の
歌
は
、
性
慾
に
拘
泥
し
て
ゐ
な
い
。
平
安
に

な
る
と
、
性
慾
と
恋
愛
と
分
れ
、
前
者
を
歌
ふ
人
が
よ
ろ
こ
ん

で
歌
ふ
こ
と
に
な
つ
て
来
る
。
謡
ひ
乍
ら
面
白
い
と
思
ひ
、
外

国
音
楽
の
調
子
で
謡
ふ
。
催
馬
楽
で
も
極
つ
た
恋
愛
を
面
白
が

つ
て
ゐ
る
。
平
安
末
よ
り
鎌
倉
に
か
け
て
、こ
れ
が
極
く
多
く
、

梁
塵
秘
抄
な
ど
こ
ん
な
歌
ば
か
り
。

つ
ま
り
嫉
妬
を
謡
ふ
の
で
あ
る
。
政
治
上
の
区
画
と
芸
術
と
一

致
し
な
い
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
に
な

る
と
、
恋
愛
に
悲
観
し
た
、
や
る
せ
な
い
も
の
が
興
り
、
ず
つ

と
続
い
て
今
に
至
る
。
室
町
に
な
つ
て
く
る
と
、
恋
愛
そ
の
も

の
ゝ
複
雑
さ
を
歌
つ
て
よ
ろ
こ
ん
で
ゐ
る
も
の
が
出
て
来
る
。

恋
愛
の
諸
相
を
楽
し
む
歌
が
出
来
て
来
た
。
根
本
は
や
る
せ
な

い
気
持
。

室
町
・
江
戸
に
な
る
と
、
民
謡
の
古
典
復
興
の
時
代
に
な
り
、

古
い
歌
の
気
分
が
再
現
す
る
。
歌
謡
ひ
が
昔
の
歌
を
謡
ひ
、又
、

昔
の
歌
に
ま
ね
て
新
作
す
る
。
故
に
、
江
戸
の
歌
は
古
典
的
な

も
の
、
古
典
的
な
も
の
ゝ
支
配
を
受
け
ず
に
新
作
出
来
た
。

小
唄
の
主
題
は
や
る
せ
な
い
恋
と
い
ふ
事
で
あ
る
。弄
斎
節
も
、

実
は
癆
の
病
の
名
前
だ
と
さ
へ
云
は
れ
る
位
で
あ
る
。
や
る
せ

な
い
気
持
ち
が
、
一
時
分
色
と
し
て
出
た
。

江
戸
に
な
る
と
性
慾
そ
の
も
の
を
扱
つ
た
も
の
に
な
る
。
一
つ

は
軟
派
文
学
を
起
す
原
因
と
さ
へ
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ほ
ど
小

唄
に
力
が
あ
つ
た
。
昔
の
人
は
文
学
に
似
た
趣
味
を
整
理
す
る

事
は
僅
で
、
民
謡
で
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
頭
に
入
り
良
い
も
の
は

性
慾
文
学
で
あ
る
。

日
本
の
民
謡
史
上
の
恋
愛
を
探
ね
る
と
面
白
い
。

性
慾
的
の
も
の
が
露
骨
に
歌
に
出
て
来
る
の
は
催
馬
楽
。
一
体

日
本
人
が
歌
や
文
学
に
露
骨
に
性
慾
を
扱
ふ
の
は
、
理
由
が
あ

る
。
神
様
が
好
き
で
あ
つ
た
の
だ
。
性
慾
と
便
所
文
学
と
、
ほ

ら
話
は
共
通
の
話
題
で
あ
つ
た
。
さ
う
い
ふ
気
持
ち
か
ら
神
様

に
え
み
さ
か
へ
て
貰
へ
る
と
思
ひ
、
神
の
耳
を
引
き
立
て
る
や



折口信夫「発生日本文学史　平安朝に於ける声楽と民謡との関係」99

う
な
事
を
い
ふ
。
逆
に
神
話
の
上
に
ま
で
、
さ
う
し
た
事
が
入

つ
て
行
く
。

神
楽
歌
か
ら
出
た
の
は
、
催
馬
楽
に
こ
ん
な
も
の
が
入
つ
て
来

た
。

ひ
ど
い
の
は
、
つ（
く
カ
）ぼ
の
名
で
あ
る
。

一
方
に
世
の
中
に
高
踏
な
自
由
な
生
活
に
対
し
て
、
下
層
の
事

を
謡
ふ
と
神
経
が
や
す
ま
る
の
で
あ
ら
う
。
大
芹
等
が
こ
れ
で

あ
る
。
つ
ま
り
貴
族
等
が
わ
れ
等
の
生
活
の
根
柢
を
ゆ
る
ぐ
や

う
な
歌
を
古
楽
で
う
た
つ
て
よ
ろ
こ
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
今

日
は
何
で
あ
る
か
わ
か
ら
ぬ
。

こ
の
催
馬
楽
は
、
平
安
朝
以
前
の
も
の
が
あ
る
と
昔
か
ら
云
は

れ
て
ゐ
る
。
平
安
以
前
の
民
謡
が
謡
ひ
伝
へ
ら
れ
、
語
が
変
化

し
、
新
し
い
も
の
と
交
替
し
、
一
条
天
皇
の
頃
に
、
今
伝
つ
て

ゐ
る
も
の
が
固
定
し
た
。
老
鼠
、

西
寺
は
、
元
興
寺
こ
れ
が
あ
す
か
の
西
寺
。
こ
ゝ
に
関
す

る
事
か
ら
流
行
し
た
歌
で
あ
る
。

壬
申
の
乱
を
暗
示
し
た
も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

西
寺
の
老
鼠　

若
鼠
、
御
裳
つ
ん
ず
、
け
さ
つ
ん
ず
、
法

師
に
申
さ
ん
、
師
に
申
せ
〳
〵
〳
〵

大
友
皇
子
に
警
告
を
与
へ
た
と
言
ふ
の
だ
。

催
馬
楽
の
中
に
歴
史
的
背
景
を
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
当

推
量
に
し
て
も
。
奈
良
以
前
の
も
の
が
催
馬
楽
に
入
つ
て
ゐ
る

の
は
事
実
。
神
楽
は
日
本
流
の
古
い
声
楽
で
謡
つ
た
為
に
調
子

が
違
ふ
。
宮
内
省
の
神
楽
を
聞
い
て
も
変
つ
て
ゐ
る
が
、
文
句

を
見
る
と
、
声
楽
の
制
約
を
う
け
て
、
ゆ
る
い
。
催
馬
楽
は
、

唐
楽
の
影
響
で
文
句
の
組
み
方
が
、
が
つ
し
り
し
て
ゐ
る
。
こ

の
点
が
、
わ
れ
〳
〵
が
催
馬
楽
に
引
か
れ
る
点
な
の
だ
。

「
あ
げ
ま
き
や
」
の
能
の
翁
の
神
歌
の
文
句
に
入
つ
て
有
名
な

歌
で
あ
る
が
、

あ
げ
ま
き
や
と
う
〳
〵
、
ひ
ろ
ば
か
り
や
さ
か
り
て
ね
た

ね
た
れ
ど
も
、
ま
ろ
び
あ
ひ
に
け
り
、
か
よ
ひ
あ
ひ
に
け

り

翁
で
は
、
な
り
も
の
が
よ
く
出
来
る
と
し
て
謡
つ
た
の
だ
。

大
体
長
い
か
短
い
も
の
、
力
な
き
蛙
。

　
　

力
な
き
蝦
、
骨
な
き
み
ゝ
ず

こ
れ
は
神
楽
の
早
歌
の
部
分
に
属
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
西

寺
の
歌
は
、
昔
の
人
の
考
へ
て
ゐ
る
童
謡
な
の
だ
。
わ
ざ
う
た

は
子
供
の
歌
に
、
人
が
意
義
を
感
じ
た
時
に
云
ふ
。

こ
の
経
験
が
進
ん
で
来
る
と
神
が
子
供
の
う
た
ふ
歌
で
、
流
行

し
て
来
る
と
変
な
感
じ
を
も
つ
て
来
る
。
そ
し
て
合
理
化
し
て
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事
変
と
結
び
つ
け
て
考
へ
た
の
だ
。

萬
葉
に
も
壬
申
の
乱
を
暗
示
し
た
と
云
ふ
、
い
か
る
が
、
比
米

の
歌
あ
り
。
催
馬
楽
の
中
に
は
わ
ざ
う
た
に
属
す
る
も
の
が
か

な
り
あ
る
。
例
へ
ば
、
貴
族
出
の
歌
も
あ
る
。

酒
を
た
う
べ
て
、
た
べ
ゑ
う
て
、
た
む
と
こ
り
む
ぞ
、
詣

で
来
る
、よ
ろ
ぼ
ひ
ぞ
詣
で
来
る
、た
ん
な
〳
〵
、た
り
ゝ

ら
ゝ

こ
れ
は
宮
廷
の
宴
会
の
歌
で
五
節
の
歌
と
似
て
ゐ
る
。

か
う
い
ふ
歌
が
、
朗
詠
の
一
部
分
、
で
あ
る
。
即
ち
日
本
の
文

句
は
、
五
節
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
系
統
の
も
の
が
、
催
馬
楽

に
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
、
も
一
つ
。
神
楽
と
催
馬
楽
に
結

著
を
つ
け
る
為
に
、
東
遊
び
と
風
俗
、
こ
れ
等
の
譜
も
一
条
雅

信
作
る
と
云
ふ
。

今
で
は
両
者
別
者
ら
し
い
が
、
こ
れ
は
一
つ
も
の
で
あ
る
。
丁

度
、
神
楽
出
の
催
馬
楽
の
如
き
で
あ
る
。
飛
躍
し
、
且
つ
舞
ひ

の
な
い
の
と
同
じ
く
、
も
と
一
つ
の
も
の
が
二
つ
に
分
れ
、
東

遊
び
は
舞
を
主
と
し
、
風
俗
は
歌
を
主
と
し
て
舞
は
ぬ
。
雅
信

の
風
俗
の
外
は
舞
は
な
い
と
は
云
へ
な
い
。
国
々
奉
上
の
風
俗

は
別
。

歌
と
舞
と
併
行
中
、歌
の
み
が
面
白
い
為
に
分
れ
て
歌
は
れ
る
。

つ
ま
り
、
神
事
に
う
た
つ
た
歌
が
普
通
の
人
が
座
興
に
歌
つ
た

と
い
ふ
事
に
な
つ
て
来
る
。
す
る
と
、
舞
を
と
も
な
は
な
く
な

る
。

東
遊
び
は
、
簡
単
な
も
の
。
一
歌
、
二
歌
、
駿
河
歌
、
求
子
歌
、

大
広ヒ
レ

歌
の
五
つ
に
分
れ
て
ゐ
る
。

お
ゝ
…
…
、
は
れ
な
手
を
整
へ
ろ
な
、
歌
と
ゝ
の
へ
ろ
な
、

さ
か
む
の
ね

長
い
歌
の
一
部
分
を
と
つ
て
一
歌
に
し
た
の
で
あ
る
。
二
歌
、

わ
が
背
子
が
今
朝
の
言
出
は
、
七
つ
を
の
八
つ
を
の
琴
を

調
べ
た
る
こ
と
よ　

な
を
か
け
山
の
か
づ
の
け
や
、
を
々
…
…

奪
略
結
婚　
　

足
柄
の
わ
を
か
け
山
の
か
づ
の
木
の　

我
を
か

づ
す
（
誘
す
）
さ
ね
も
、
か
ず
さ
か
ず
と
も

萬
葉
の
中
の
東
歌
が
、
形
が
こ
ん
な
に
変
つ
て
入
つ
て
ゐ
る
の

は
書
物
か
ら
で
な
く
、
伝
統
が
奈
良
朝
よ
り
伝
つ
て
来
て
、
平

安
朝
に
な
る
ま
で
の
間
に
、
断
片
化
し
た
の
で
あ
る
。

駿
河
歌
に
は
、
東
遊
び
の
起
元
を
説
い
て
ゐ
る
。「
有
度
浜
」

有
度
浜
に
駿
河
な
る
有
度
浜
に
打
ち
依
す
る
波
は
七
草
の

妹
こ
と
こ
そ
良
し
こ
と
こ
そ
良
し
七
草
の
妹
は
こ
と
こ
そ

良
し
逢
へ
る
時
い
ざ
さ
は
寝
な
む
や
七
草
の
妹
こ
と
こ
そ
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良
し

伝
説
の
東
遊
の
起
元
、
天
人
の
伝
説
の
八
処
女
の
舞
ぶ
り
を
、

道
守
の
翁
が
盗
ん
だ
事
に
似
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
の
後
半

ら
し
い
も
の
が
風
俗
に
も
見
え
る
。

こ
の
話
は
後
、
美
保
に
移
つ
て
ゐ
る
。

八
処
女
は
わ
が
八
処
女
ぞ　

立
つ
や
八
処
女
〳
　〵

神
の

ま
す
高
天
原
に
立
つ
八
処
女
〳
〵

つ
ま
り
こ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
て
見
る
と
何
か
意
味
が
あ
り
さ

う
で
東
遊
び
の
起
原
伝
説
に
似
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
こ
ゝ
か
ら
も
風
俗
と
東
遊
び
が
も
と
同
じ
も
の
で
あ
つ
た

事
が
云
へ
る
。


