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◆ キーワード　近代日本／音楽伝承／四国遍路／俗謡／声明

一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る「
仏
教
音
楽
」
の
成
立
と
ご
詠
歌

―
―
「
伝
統
の
創
出
」
を
再
考
す
る
た
め
に
―
―

新 

堀
　
歓 

乃

一　

は
じ
め
に

　

こ
ん
に
ち
の
日
本
音
楽
研
究
で
は
声
明
と
い
う
僧
侶
が
仏
教
儀
礼
で
唱

え
る
声
楽
や
、
僧
侶
以
外
の
信
者
が
唱
え
る
念
仏
・
ご
詠
歌
な
ど
、
仏
教

に
関
わ
る
様
々
な
音
文
化
を
「
仏
教
音
楽
」
と
総
称
す
る
［
平
野
ほ
か
監

修　

一
九
八
九　

六
六
］。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
音
文
化
を
日
本
音
楽
の

一
種
目
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
祈
り
の
対
象
と
し
て
寺
院
で
祀
っ
て
い
た
仏
像
を
美

術
品
と
し
て
博
物
館
で
展
示
し
始
め
た
よ
う
に
、
祈
り
の
行
為
と
し
て
唱

え
て
い
た
声
明
や
念
仏
も
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
等
で
鑑
賞
さ
れ
る
「
仏
教

音
楽
」
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
ご
詠
歌
を
事
例
に
挙
げ
て
、
近
代
日
本
に

お
け
る
「
仏
教
音
楽
」
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
。

　

ご
詠
歌
は
仏
教
に
関
わ
る
内
容
の
歌
詞
を
持
ち
、
民
謡
な
ど
に
似
た
節

を
付
し
て
う
た
わ
れ
る
。
ご
詠
歌
に
は
日
本
の
諸
芸
能
と
同
様
に
様
々
な

流
儀
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
流
儀
は
家
元
制
度
に
似
た
伝
承
組
織
（
１
）の
な
か
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
に
伝
わ
る
流
儀
が
成
立
し
た
の
は
一
九
二
〇
年

代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
ご
詠
歌
は
仏
教
教
団
の
布
教
活
動

に
導
入
さ
れ
大
き
く
再
編
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
教
団
が
伝
承
を
開
始

す
る
以
前
、
ご
詠
歌
は
「
乞
食
歌
」
や
「
俗
謡
」
と
い
う
否
定
的
な
評
価

を
受
け
て
い
た
が
、
教
団
が
ご
詠
歌
を
伝
承
し
て
い
く
上
で
は
こ
う
し
た

負
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
教
団
は
、
ご
詠

歌
の
流
儀
を
特
徴
づ
け
る
諸
要
素
の
う
ち
伝
承
組
織
と
音
楽
的
特
徴
（
２
）を

再

編
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
［
新
堀　

二
〇
〇
八
］。

　

本
稿
で
は
、
教
団
に
よ
る
ご
詠
歌
の
再
編
が
「
仏
教
音
楽
」
の
成
立
に

深
く
関
係
し
て
い
る
と
想
定
し
、
ご
詠
歌
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
い

か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
（
本
稿
の
二
）、
教
団
が
ご
詠
歌
に
対
す
る
負
の

イ
メ
ー
ジ
を
い
か
に
払
拭
し
て
「
仏
教
音
楽
」
へ
位
置
づ
け
た
の
か
（
本

稿
の
三
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、「
伝
統
の

創
出
」［
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
ほ
か
編　

一
九
九
二　

一
一
］
が
重
要
な
視
点

と
な
り
、［
新
堀　

二
〇
〇
八
］
で
論
じ
た
よ
う
な
、
ご
詠
歌
の
諸
要
素

の
な
か
に
「
伝
統
」
を
見
出
し
て
そ
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
担
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い
手
の
意
図
［
新
堀　

二
〇
〇
八　

一
九
、二
一
］
と
「
仏
教
音
楽
」
の

成
立
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
ご
詠
歌

の
再
編
過
程
に
つ
い
て
正
統
性
の
表
象
と
は
別
の
側
面
か
ら
も
考
察
を
加

え
る
こ
と
に
よ
り
（
本
稿
の
四
）、［
新
堀　

二
〇
〇
八
］
で
論
じ
た
「
伝

統
の
創
出
」
過
程
を
再
考
す
る
こ
と
を
、
第
二
の
目
的
と
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
近
代
に
成
立
し
た
ご
詠
歌
諸
流
の
う
ち
金
剛
流

（
一
九
二
六
年
創
流
）
を
主
な
対
象
と
し
、
そ
の
比
較
対
象
と
し
て
大
和

流
（
一
九
二
一
年
創
流
）
も
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
高
野
山
真
言

宗
に
伝
わ
る
金
剛
流
が
教
団
に
よ
る
伝
承
の
始
ま
り
を
担
っ
た
流
派
で
ご

詠
歌
の
再
編
を
最
初
に
行
っ
た
た
め
、
ま
た
、
金
剛
流
の
母
体
と
な
っ
た

大
和
流
は
再
編
以
前
の
状
況
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

二　

ご
詠
歌
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ

　

金
剛
流
を
創
流
し
た
曾
我
部
俊
雄
に
よ
れ
ば
、
教
団
が
ご
詠
歌
の
伝
承

を
始
め
た
当
時
、
ご
詠
歌
は
「
頽
廃
的
で
あ
り
、
其
音
律
は
亡
国
的
で
あ

り
、
乞
食
歌
で
あ
り
、
安
来
節
や
小
原
節
な
ど
の
流
行
し
た
の
と
同
じ

位
に
考
へ
て
悪
罵
」［
高
木
、
笹
井
編　

一
九
七
一　

一
一
（
曾
我
部　

一
九
二
九
b
）］
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
説
か
ら
、
ご
詠
歌
が

物
乞
い
を
行
う
社
会
的
弱
者
と
し
て
の
「
乞
食
」
と
結
び
つ
い
た
歌
で
あ

る
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
流
行
し
て
い
た
民
謡
と
同
じ
類
に

括
ら
れ
否
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ご
詠
歌
に

対
す
る
こ
う
し
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
・
一　

宗
教
実
践
と
し
て
の
乞こ
つ
じ
き食

と
ご
詠
歌

　

ご
詠
歌
を
「
乞
食
歌
」
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の

理
由
を
知
る
た
め
に
は
四
国
遍
路
に
お
け
る
乞
食
と
ご
詠
歌
の
関
係
を
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

星
野
英
紀
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
四
国
遍
路
者
は
観
光
バ
ス
や
自
家
用
車

な
ど
に
分
乗
し
て
賑
や
か
に
札
所
を
次
々
と
巡
っ
て
行
く
が
、
こ
う
し
た

明
る
い
イ
メ
ー
ジ
の
遍
路
者
は
戦
後
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
戦
前
ま
で

は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
は
じ
め
と
す
る
病
人
な
ど
「
忌
避
さ
れ
る
」「
時

に
は
排
除
さ
れ
る
遍
路
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
た
［
星
野　

二
〇
〇
一　

九
七
］。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
弱
者
が
遍
路
者
と

し
て
四
国
を
歩
く
こ
と
が
で
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
無
償
で
遍
路
者
に

金
品
を
贈
与
す
る
「
接
待
」
の
慣
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
［
星

野　

二
〇
〇
一　

九
五
］。

　

四
国
遍
路
の
接
待
文
化
に
つ
い
て
論
じ
た
浅
川
泰
宏
に
よ
れ
ば
、「
接

待
」
と
は
一
般
に
客
を
も
て
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
と
く
に
仏
教
的

な
布
施
行
の
意
味
合
い
で
、
往
来
人
に
湯
茶
や
食
事
を
振
る
舞
う
習
俗
を

そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。
四
国
遍
路
に
お
け
る
接
待
は
巡
礼
者
に
対
す

る
施
行
を
意
味
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
接
待
者
は
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
接
待
は
宗
教
的
実
践
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
［
浅

川　

二
〇
〇
八　

一
八
八
―
一
八
九
］。
こ
れ
に
対
し
て
「
乞
こ
つ
じ
き（
３
）

食
」
と
は
、

托
鉢
・
行
乞
・
門
付
け
な
ど
と
同
義
語
で
、
仏
道
修
行
の
一
環
と
し
て
食
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や
金
銭
を
乞
う
こ
と
を
指
し
［
浅
川　

二
〇
〇
八　

一
八
六
］、
門
付
け

の
と
き
に
唱
え
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
ご
詠
歌
が
存
在
し
た
。
た
と
え

ば
、
宮
本
常
一
は
一
八
九
〇
～
一
九
〇
〇
年
頃
に
遍
路
へ
出
た
女
性
の
体

験
談
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　

ど
こ
に
も
気
安
う
に
と
め
て
く
れ
る
善
根
宿
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
春

で
あ
っ
た
か
ら
方
々
か
ら
お
接
待
が
出
て
、
食
う
も
の
も
十
分
に
あ
り

ま
し
た
。（
中
略
）
食
う
も
の
が
な
く
な
れ
ば
、
和
讃
や
詠
歌
を
あ
げ

て
も
ら
い
も
の
を
し
て
、
家
を
出
る
と
き
に
は
二
円
じ
ゃ
っ
た
か
持
っ

て
出
た
の
が
、
戻
る
と
き
に
は
五
円
に
ふ
え
て
お
り
ま
し
た
で
（
４
）

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
巡
礼
者
は
接
待
を
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
ご

詠
歌
な
ど
を
唱
え
て
門
付
け
を
行
い
、
自
ら
食
や
金
銭
を
乞
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
接
待
が
巡
礼
者
へ
の
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
乞こ
つ
じ
き食

は
巡
礼

者
か
ら
の
働
き
か
け
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
二
つ
は
と
も
に
四
国
遍

路
に
お
け
る
宗
教
的
か
つ
経
済
的
な
実
践
と
し
て
理
解
で
き
る
［
浅
川　

二
〇
〇
八　

一
九
〇
、二
〇
六
］。
そ
し
て
、
こ
の
乞こ
つ
じ
き食

と
接
待
を
「
乞
う

／
与
え
る
」
と
い
う
相
互
行
為
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
四
国
に
住
む
人
々

が
主
体
的
・
積
極
的
に
施
し
を
与
え
る
接
待
と
は
別
の
、
乞こ
つ
じ
き食

か
ら
の
要

請
に
応
え
て
施
す
と
い
う
消
極
的
・
受
動
的
な
応
乞こ
つ
じ
き食

的
接
待
が
存
在
す

る
と
言
え
る
［
浅
川　

二
〇
〇
八　

二
一
三
］。
浅
川
は
、
こ
の
受
動
的

接
待
の
体
験
談
に
よ
く
登
場
す
る
も
の
と
し
て
「
コ
ジ
キ
ヘ
ン
ロ
（
乞
食

遍
路
）」
を
挙
げ
て
い
る
。
乞
食
遍
路
は
「
接
待
品
が
少
な
い
と
怒
り
出

す
」「
読
経
が
不
明
瞭
」「
身
な
り
格
好
が
と
に
か
く
不
潔
」
な
ど
の
諸
理

由
か
ら
、
宗
教
的
実
践
と
は
異
な
る
目
的
を
も
っ
た
遍
路
と
み
な
さ
れ
排

除
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
［
浅
川　

二
〇
〇
八　

二
一
三
、二
三
一
―

三
二
八
］。

　

排
除
さ
れ
る
遍
路
に
つ
い
て
特
に
近
代
の
様
子
に
注
目
す
る
と
、

一
八
七
二
年
以
降
、
四
国
遍
路
に
お
け
る
接
待
や
托
鉢
を
法
的
に
禁
止
す

る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
一
八
七
二
年
に
は
高
知
県
で
乞
食
遍
路
取

締
・
接
待
禁
止
令
が
、
香
川
県
で
は
接
待
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
た
［
浅

川　

二
〇
〇
八　

二
八
五
］。
こ
う
し
た
法
的
裏
づ
け
を
得
て
実
際
に
排

除
に
あ
た
っ
た
の
は
警
察
で
あ
り
、
警
察
に
よ
る
乞
食
遍
路
の
追
放
は

一
九
二
〇
年
頃
に
も
続
い
て
い
た
（
５
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
教
団
に
よ
る
ご
詠

歌
伝
承
が
始
ま
っ
た
当
時
に
も
、
乞
食
遍
路
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
対
象
と

し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
四
国
遍
路
で
は
宗
教
的
実
践
と
し
て
行
わ
れ
る
乞こ
つ
じ
き食

に

お
い
て
門
付
け
の
と
き
に
ご
詠
歌
が
う
た
わ
れ
た
一
方
、
宗
教
実
践
と
は

か
け
離
れ
た
物
乞
い
を
す
る
乞
食
遍
路
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
遍
路
」
や
「
ご
詠
歌
」
は
「
乞
食
」
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ

き
や
す
く
、
ご
詠
歌
は
「
乞
食
歌
」
と
呼
ば
れ
非
難
を
受
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

二
・
二
「
俗
謡
」
と
ご
詠
歌

　

次
に
、
ご
詠
歌
が
一
九
二
〇
年
代
当
時
に
流
行
し
て
い
た
民
謡
と
同
じ
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類
に
括
ら
れ
否
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
に
お

け
る
民
謡
の
実
態
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

　

一
九
二
〇
年
代
、
民
謡
は
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
都
市
部
へ
と
広
が
っ
て
い
た
。『
読
売
新
聞
』
一
九
二
二
年
七
月

二
二
日
付
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
安
来
節
が
流
行
し
て
以
降
、
鴨
緑
江
節
、

新
磯
節
、
大
島
節
、
北
海
道
の
追
分
な
ど
が
東
京
に
進
出
し
た
ほ
か
、
当

時
会
期
中
の
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
に
は
新
潟
の
お
け
さ
節
、
伊
勢
音
頭

な
ど
が
続
々
と
来
演
、
越
中
小
原
節
の
一
行
が
有
楽
座
に
乗
り
込
む
な
ど
、

東
京
に
各
地
方
の
民
謡
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
。
こ
の
様
子
を
同
記
事
は

「
東
京
は
ま
る
で
民
謡
の
都
盆
踊
り
の
都
で
東
京
だ
か
田
舎
だ
か
訳
が
わ

か
ら
な
く
な
り
さ
う
だ
」
と
報
じ
て
い
る
。
坪
井
秀
人
に
よ
れ
ば
、
こ
う

し
た
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
都
会
に
お
け
る
民
謡
熱
は
、
東
京
や
都
会
の

音
楽
家
や
知
識
人
、
あ
る
い
は
一
般
の
都
市
民
の
視
線
の
な
か
で
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
民
謡
の
公
演

や
レ
コ
ー
ド
の
制
作
に
加
え
て
ラ
ジ
オ
で
も
民
謡
が
流
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
［
坪
井　

二
〇
〇
六　

四
四
八
］。

　

そ
し
て
こ
の
当
時
、
た
と
え
ば
金
剛
流
の
曾
我
部
が
ご
詠
歌
に
つ
い

て
「
安
来
節
や
小
原
節
な
ど
の
流
行
し
た
の
と
同
じ
位
に
考
え
て
悪
罵

す
る
者
も
あ
る
」［
高
木
、
笹
井
編　

一
九
七
一　

一
一
（
曾
我
部　

一
九
二
九
b
）］
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ご
詠
歌
を
メ
デ
ィ
ア
に
乗
っ
た
民

謡
の
類
と
同
一
視
し
て
非
難
す
る
向
き
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
曾
我
部
自

身
も
ご
詠
歌
自
体
に
非
難
さ
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
認

め
て
い
る
。

　

巷
間
の
俗
謡
調
を
多
分
に
取
り
入
れ
て
如
何
は
し
き
舞
踊
を
伴
は
せ

な
ど
寧
ろ
面
白
半
分
の
遊
戯
化
し
た
こ
と
に
依
つ
て
最
初
に
唱
へ
出
し

た
法
悦
歓
喜
や
、
懺
悔
報
謝
の
信
心
は
無
く
な
り
、
自
然
識
者
の
侮
蔑

を
買
ふ
に
至
つ
た
こ
と
は
詠
歌
道
の
堕
落
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も

な
い
、
か
ゝ
る
頽
廃
的
気
分
が
今
後
の
詠
歌
道
の
発
展
に
何
れ
程
災
す

る
か
も
知
れ
な
い
、
詠
歌
道
興
隆
を
念
と
す
る
者
の
深
く
省
察
す
べ
き

所
で
あ
る
。

　
［
高
木
、
笹
井
編　

一
九
七
一　

三
〇
（
曾
我
部　

一
九
三
三
b
）］

　

曾
我
部
に
よ
れ
ば
、
ご
詠
歌
が
非
難
さ
れ
た
の
は
そ
れ
が
「
俗
謡
調
」

の
旋
律
を
持
ち
「
如
何
は
し
き
舞
踊
」
を
伴
う
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
言
う
「
俗
謡
」
が
当
時
流
行
し
て
い
た
民
謡
を
指
し
て
い
た

こ
と
は
、
安
来
節
や
小
原
節
に
つ
い
て
言
及
し
た
先
の
言
説
か
ら
も
容
易

に
想
像
で
き
る
。
た
だ
し
、
曾
我
部
に
よ
る
一
九
三
〇
年
前
後
の
そ
の

他
の
言
説
を
丁
寧
に
見
て
い
く
と
、「
ジ
ャ
ズ
小
唄
」［
高
木
、
笹
井
編　

一
九
七
一　

一
七
（
曾
我
部　

一
九
三
三
a
）］
や
「
浪
花
節
」［
高
木
、

笹
井
編　

一
九
七
一　

二
一
三
（
曾
我
部　

一
九
三
三
b
）］
か
ら
も
ご

詠
歌
を
分
断
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ご

詠
歌
の
伝
承
者
と
り
わ
け
教
団
幹
部
ら
の
言
う
「
俗
謡
」
と
は
、
都
会
で

流
行
し
て
い
た
民
謡
に
加
え
て
、
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
に
乗
っ
た
流
行
歌

全
般
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
６
）。
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三　
「
伝
統
」
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
ご
詠
歌
の
再
編
と

　
　
「
仏
教
音
楽
」
の
成
立

　

ご
詠
歌
を
「
乞
食
歌
」
と
呼
び
、
ま
た
民
謡
や
流
行
歌
と
同
じ
類
に
括

ろ
う
と
す
る
、
こ
れ
ら
二
つ
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
ご
詠
歌
の
伝

承
を
始
め
た
教
団
幹
部
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
の
「
乞
食
歌
」
と
い
う
非
難
に
対
し
て
、
曾
我
部
俊
雄
は
次
の
よ

う
に
反
駁
し
て
い
る
。

　

元
来
巡
礼
歌
の
起
つ
て
来
た
の
は
巡
礼
と
い
ふ
事
実
か
ら
自
然
に
起

つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
、（
中
略
）
茲
に
注
意
す

べ
き
は
巡
礼
に
行
乞
托
鉢
の
伴
へ
る
こ
と
で
あ
る
、
巡
礼
に
行
乞
の
伴

ふ
は
蘇
悉
地
経
巻
四
に
「
悉
地
成
ぜ
ざ
れ
ば
当
に
此
法
を
作
す
べ
し
決

定
し
て
成
就
す
、
言
は
ゆ
る
乞
食
し
て
精
勤
に
念
誦
し
大
恭
敬
を
発
し

て
八
聖
迹
を
巡
り
礼
拝
行
道
す
」
と
あ
る
に
基
く
と
言
は
れ
て
居
る
、

（
中
略
）

　

由
来
仏
弟
子
と
し
て
は
分
衛
と
言
つ
て
此
行
乞
托
鉢
を
す
る
こ
と
が

頭
陀
行
の
一
で
あ
つ
て
、
最
も
大
切
な
修
行
で
あ
る
、［
高
木
、
笹
井

編　

一
九
七
一　

三
〇
―
三
一
（
曾
我
部　

一
九
三
三
b
）］

　

曾
我
部
は
、
ご
詠
歌
が
巡
礼
と
い
う
行
為
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
巡
礼
に
伴
う
行
乞
托
鉢
は
経
典
に
も
書
か
れ
る
よ
う
な
正
統
の
修

行
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
修
行
行
為
を
「
乞
食
」
と
蔑
み
、
ご
詠
歌
を
「
乞

食
歌
」
と
擯
斥
す
る
こ
と
は
当
た
ら
な
い
と
説
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ご
詠
歌
の
伝
承
を
始
め
た
教
団
幹
部
は
先
の
説
明
を
示
す
こ
と
で
、
ご
詠

歌
と
結
び
つ
い
た
乞
食
遍
路
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
仏
教
の
修
行

行
為
（
宗
教
実
践
）
で
う
た
わ
れ
る
正
統
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
教
団
幹
部
の
主
張
を
支
え
る
も
の
と
し
て
詠
階

制
度
が
設
置
さ
れ
た
。
詠
階
制
度
と
は
、
試
験
に
合
格
す
る
と
詠
階
と

呼
ば
れ
る
階
級
が
取
得
で
き
る
制
度
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
［
新
堀　

二
〇
〇
八
］
で
既
に
論
じ
た
た
め
詳
述
を
避
け
る
が
、
こ
の
詠
階
制
度
は
、

僧
侶
が
修
行
を
積
ん
で
僧
階
を
取
得
す
る
よ
う
に
、
在
家
信
者
が
ご
詠
歌

を
通
じ
て
信
仰
の
実
践
に
励
み
階
級
を
取
得
す
る
た
め
の
修
行
課
程
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
［
新
堀　

二
〇
〇
八　

二
二
］。
つ
ま
り
、
詠
階
制

度
の
設
置
は
、
ご
詠
歌
を
宗
教
実
践
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な

手
続
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
第
二
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
ご
詠
歌
を
民
謡
や
流
行
歌
と

同
じ
類
に
括
ろ
う
と
す
る
視
線
に
対
し
て
も
、
曾
我
部
は
次
の
よ
う
に
論

を
張
る
。

　

そ
れ
（
ご
詠
歌
）
が
巷
間
の
俗
歌
俚
謡
と
同
一
視
し
難
い
点
は
宗
教

楽
で
あ
り
讃
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
、
此
宗
教
声
楽
と
し
て
の
詠

歌
和
讃
を
正
当
に
理
解
し
認
識
す
る
こ
と
が
根
本
的
に
必
要
な
も
の
で

私
共
の
要
望
は
金
剛
流
詠
歌
道
行
者
の
指
導
精
神
と
相
並
ん
で
此
詠
歌
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和
讃
の
本
質
と
価
値
と
を
一
般
識
者
に
認
め
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
（
７
） 

［
高
木
、
笹
井
編　

一
九
七
一　

一
九
（
曾
我
部　

一
九
三
三
b
）］

　

曾
我
部
は
「
俗
謡
」
と
ご
詠
歌
を
区
別
す
る
た
め
の
特
徴
と
し
て
、
ご

詠
歌
が
信
仰
表
現
の
た
め
に
う
た
わ
れ
る
「
宗
教
楽
」「
宗
教
声
楽
」
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
は
、
ご
詠
歌
の
実
践
が
仏
教
の
正
統

的
な
修
行
行
為
（
宗
教
実
践
）
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
先
述
の
内
容
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ご
詠
歌
を
「
音
楽
」

「
声
楽
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
音
楽
的
特

徴
を
打
ち
出
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
が

楽
譜
と
音
楽
理
論
で
あ
っ
た
。

・
楽
譜
の
「
改
良
」

　

金
剛
流
が
楽
譜
に
よ
る
伝
承
を
始
め
る
以
前
、
大
和
流
で
は
譜
例
１
の

よ
う
な
線
を
用
い
た
楽
譜
を
使
用
し
て
い
た
。
譜
例
１
を
見
る
と
、
歌
詞

の
右
側
に
○
や
△
な
ど
の
符
号
と
線
が
記
さ
れ
て
い
る
。
符
号
の
○
は

鉦（
８
）を

、
△
は
鈴
を
鳴
ら
す
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
符
号
の
横
に
伸
び
た

線
が
旋
律
の
動
き
を
表
す
。
こ
の
線
は
旋
律
の
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
を
図
式

譜例１「大和流の楽譜『京
節』」（山﨑　一九二五）

 

化
し
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
記
譜
法
は
声
明
の
目
安
博
士
（
９
）と

同
様
の
も
の

（
目
安
式
）
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

し
か
し
、
大
和
流
か
ら
分
派
し
た
金
剛
流
で
は
譜
例
２
―
１
の
よ
う
な

楽
譜
を
新
た
に
考
案
し
た
。
譜
例
２
―
１
を
見
る
と
、
歌
詞
の
横
に
あ
る

譜例 2―1「金剛流の楽譜『京節』」（曽我部編著　一九二九 a）
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○
や
△
の
符
号
か
ら
線
が
の
び
て
い
る
。
符
合
の
○
は
鉦
を
、
△
は
鈴
を

鳴
ら
す
こ
と
を
意
味
し
、
一
見
す
る
と
大
和
流
の
楽
譜
と
よ
く
似
た
形
状

を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
楽
譜
の
凡
例
を
譜
例
２
―
２
で
確
認
す
る
と
、

「
十
五
折
博
士
）
（（
（

」
と
呼
ば
れ
る
声
明
の
記
譜
法
を
採
用
し
た
と
あ
り
、
線

の
向
き
に
よ
っ
て
音
の
高
さ
を
表
し
、
そ
し
て
「
一
拍
」「
半
拍
」
と
い
っ

た
音
の
長
さ
は
線
の
長
さ
で
示
す
よ
う
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
剛
流

の
記
譜
様
式
は
大
和
流
の
目
安
式
に
よ
る
楽
譜
と
は
異
な
り
、
音
高
と
音

価
を
正
確
に
表
す
こ
と
の
で
き
る
五
音
式
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

そ
し
て
、
声
明
の
記
譜
法
を
採
用
し
た
理
由
は
、［
新
堀　

二
〇
〇
八
］

に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
仏
教
音
楽
で
あ
る
声
明
と
近
し
い
関
係

を
結
ん
で
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
ご
詠
歌
を
正
統
の
「
仏
教
音
楽
」

と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
［
新
堀　

二
〇
〇
八　

一
九
］。

・
音
楽
理
論
の
確
立

　

金
剛
流
の
創
流
以
前
、
ご
詠
歌
の
音
楽
的
構
造
に
つ
い
て
理
論
的
な
整

理
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
金
剛
流
の
曾
我
部
俊
雄
は
、
教
団

付
き
の
楽
師
で
あ
る
都
築
紅
山
に
学
び
な
が
ら
音
楽
理
論
に
関
す
る
研
究

を
重
ね
、
一
九
三
三
年
、「
金
剛
流
詠
歌
道
」
と
題
し
て
ご
詠
歌
の
音
楽

理
論
や
歴
史
に
関
す
る
論
考
を
『
聖
愛
』
誌
上
で
発
表
し
た
。［
新
堀　

二
〇
〇
八
］
で
報
告
し
た
と
お
り
、
曾
我
部
は
雅
楽
・
声
明
な
ど
日
本
伝

統
音
楽
の
音
階
理
論
を
参
考
に
ご
詠
歌
の
理
論
を
整
理
し
、
さ
ら
に
そ
れ

を
西
洋
音
楽
の
理
論
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
詠
歌
が
西
洋
音
楽

に
匹
敵
す
る
音
階
理
論
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
た
［
新
堀　

二
〇
〇
八　

二
〇
―
二
一
］。

　

曾
我
部
が
「
金
剛
流
詠
歌
道
」
を
発
表
し
た
翌
年
（
一
九
三
四
年
）
に

は
、
金
剛
流
ご
詠
歌
の
音
楽
理
論
等
を
確
立
し
た
功
績
を
理
由
に
、
曾
我

部
を
金
剛
流
「
流
祖
」
に
推
戴
し
よ
う
と
す
る
声
が
上
が
り
、
金
剛
流
の

詠
歌
教
師
ら
が
次
の
よ
う
な
「
金
剛
流
祖
号
授
与
請
願
趣
意
書
」
を
本
山

へ
提
出
し
た(（（

(

。

　

霊
感
ニ
ヨ
リ
指
導
原
理
ヲ
金
剛
界
曼
荼
羅
ニ
仰
ギ
金
剛
流
詠
歌
道
ヲ

譜例 2―2「楽譜の凡例」（曽我部編著　一九二九 a）
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創
唱
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
リ
日
本
固
有
ノ
陰
陽
旋
法
ニ
ヨ
リ
当
流
ノ
標
準
調

ヲ
決
定
シ
更
ニ
多
ク
ノ
名
曲
ヲ
創
作
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
旧
来
唱

ヘ
来
タ
リ
シ
諸
節
モ
一
節
モ
残
サ
ズ
此
旋
法
ニ
律
シ
テ
総
テ
ヲ
訂
正
シ

中
ニ
ハ
全
ク
旧
態
ヲ
存
セ
ザ
ル
迄
ニ
改
作
ヲ
加
ヘ
、
十
五
折
博
士
ヲ
改

造
セ
ル
半
音
程
平
均
率マ
マ

ノ
諸
型
ニ
ヨ
リ
テ
諸
旋
律
ヲ
表
現
シ
、
其
歌
謡

法
ニ
至
リ
テ
ハ
微
細
ノ
点
迄
モ
忽
ニ
セ
ズ
決
シ
テ
他
流
ノ
追
従
ヲ
許
サ

ザ
ル
処
ナ
リ
、（
中
略
）
従
来
乞
食
歌
ノ
如
ク
軽
視
サ
レ
シ
所
謂
御
詠

歌
ヲ
シ
テ
一
躍
近
代
音
楽
界
ニ
伍
シ
テ
遜
色
ナ
カ
ラ
シ
メ
以
テ
御
詠
歌

ノ
品
位
ヲ
イ
ヤ
ガ
上
ニ
モ
向
上
セ
シ
メ
（
後
略
）

［『
高
野
山
時
報
』
一
九
三
四
年
一
二
月
五
日
］

　

こ
の
引
用
文
に
は
、
曾
我
部
が
金
剛
流
ご
詠
歌
の
楽
譜
集
［
曾
我
部
編

著　

一
九
二
九
a
］
を
作
り
、
音
階
理
論
等
を
整
理
し
て
音
楽
理
論
を
確

立
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
乞
食
歌
」
と
軽
視
さ
れ
て
い
た
ご
詠
歌
を
「
近

代
音
楽
」
の
ひ
と
つ
へ
と
位
置
づ
け
、
ご
詠
歌
の
品
位
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
に
見
て
き
た
ご
詠
歌
の
再
編
過
程
を
図
１
に
ま
と
め
る
と
、
仏
教

教
団
は
「
乞
食
歌
・
俗
謡
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
C
領
域
の
ご
詠
歌
を
A
領

域
へ
と
昇
華
さ
せ
て
近
代
化
を
図
る
た
め
、
ご
詠
歌
の
伝
承
組
織
（
詠

階
制
度
）
を
整
え
て
そ
の
詠
唱
を
正
統
的
な
宗
教
実
践
と
し
て
成
立
さ
せ

た
。
そ
の
一
方
、
ご
詠
歌
の
楽
譜
を
「
改
良
」
し
音
楽
理
論
を
整
理
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
ご
詠
歌
が
そ
の
他
の
日
本
音
楽
と
同
様
の
音
楽
的
特
徴

を
持
っ
た
伝
統
的
な
「
仏
教
音
楽
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、

ご
詠
歌
は
B
領
域
の
西
洋
音
楽
に
匹
敵
す
る
音
楽
と
し
て
、
ま
た
A
、
B

双
方
の
音
楽
を
総
称
し
た
「
近
代
音
楽
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
位
置
づ
け

る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

四　

も
う
ひ
と
つ
の
「
改
良
」
の
意
味

　
　
　

―
―
楽
譜
の
機
能
性
に
着
目
し
て

　

図
１
は
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
の
創
出
」
過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
ご
詠
歌
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働

い
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
に
そ
の
成
立
過

程
を
見
て
き
た
ご
詠
歌
の
詠
階
制
度
・
楽
譜
・
音
楽
理
論
は
、
伝
承
者
と

り
わ
け
教
団
幹
部
が
ご
詠
歌
の
正
統
性
を
主
張
す
る
意
図
の
も
と
に
創
出

し
た
、
単
な
る
「
伝
統
」
の
表
象
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
、
楽
譜
に
つ
い
て
、
そ
の
作
成
時
に
正
統
性
の
主
張
と
は
別
の
意
図

が
働
い
て
い
た
可
能
性
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
楽
譜
の

機
能
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
伝
統
」
の
表
象
と
は
別
の
、
も
う

ひ
と
つ
の
「
改
良
」
の
意
味
を
指
摘
し
た
い
。

　

声
明
譜
を
モ
デ
ル
に
し
た
五
音
式
の
ご
詠
歌
譜
が
定
着
し
た
現
在
に
お

い
て
も
、
ご
詠
歌
の
普
及
を
図
っ
て
西
洋
の
五
線
譜
に
書
き
か
え
よ
う
と

す
る
試
み
が
伝
承
者
の
間
で
し
ば
し
ば
持
ち
上
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の

と
き
に
五
線
譜
化
の
問
題
と
し
て
必
ず
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
西
洋
の
五
線

譜
で
は
ご
詠
歌
の
細
か
い
節
ま
わ
し
を
表
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
伝
承
者
が
五
線
譜
で
は
ご
詠
歌
の
音
楽
構
造
を

正
確
に
表
現
で
き
な
い
と
い
う
機
能
上
の
欠
点
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
窺

え
る
。
で
は
、
現
在
の
伝
承
者
に
と
っ
て
五
音
式
楽
譜
は
ど
の
よ
う
な
点

で
五
線
譜
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
金
剛
流
の
秘
曲
と
さ
れ
る
「
妙
み
ょ
う

厳ご
ん

」
を
例
に
挙
げ
る
と
、

こ
の
曲
は
「
妙
厳
ヅ
ヤ
」
と
い
う
高
度
な
詠
唱
技
術
を
要
す
る
節
ま
わ
し

が
特
徴
的
で
、
こ
の
技
法
を
教
え
る
際
に
は
、
し
ば
し
ば
譜
例
３
―
２
を

用
い
る
。
現
行
の
歌
集
か
ら
引
用
し
た
五
音
式
の
譜
（
譜
例
３
―
１
）
と

比
較
す
る
と
、
譜
例
３
―
２
で
は
公
式
の
五
音
式
楽
譜
の
上
に
文
字
や
記

号
を
書
き
込
ん
で
い
る
様
子
が
分
か
る
。
な
お
、
筆
者
が
実
際
に
「
妙

厳
」
の
稽
古
を
受
け
た
と
き
に
は
、
金
剛
流
の
詠
歌
教
師
F
氏
が
白
板

に
譜
例
３
―
２
と
同
様
の
図
を
書
き
、
そ
の
図
を
手
で
な
ぞ
っ
て
旋
律
の

動
き
を
表
現
し
な
が
ら
、

実
際
に
声
に
出
し
て
う

た
う
こ
と
で
、
妙
厳
ヅ

ヤ
の
唱
法
を
説
明
し
た

（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
四

日
の
金
剛
流
詠
歌
教
師

講
習
会
に
お
け
る
参
与

観
察
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
細
か
い

声
の
技
法
を
説
明
す
る
と

き
正
式
な
五
音
式
の
譜
に

文
字
や
記
号
を
書
き
加
え

て
細
か
い
節
ま
わ
し
を
表

現
し
た
譜
例
３
―
２
の
よ

譜例 3「金剛流における妙厳ヅヤの楽譜」
譜例 3-1「五音式ご詠歌
譜による妙厳ヅヤ」（12）

譜例 3-2「妙厳ヅヤ仮譜」（13）

図 1「ご詠歌の再編をめぐる概念図」

▼ ▼

▼

▼

ご詠歌

ご詠歌

正統

日本伝統音楽
仏教音楽
声明

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

「近代音楽」

西洋音楽

西洋日本

乞食歌
俗謡

卑俗

詠
階
制
度
の
設
置

　（近
代
化
）

（
伝
統
の
創
出
）

楽
譜
の「
改
良
」

音
楽
理
論
の
確
立
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う
な
譜
を
、
金
剛
流
で
は
「
仮
譜
」
と
呼
ぶ
［
高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編　

二
〇
〇
〇
b　

五
四
］。
こ
の
名
称
か
ら
も
察
し
が
つ
く
と
お
り
、
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
声
明
の
目
安
博
士
（
仮
博
士
・
仮
譜
と
も
呼
ぶ
）
と
同
様
の
機

能
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
西
洋
の
五
線
譜
は
ご
詠
歌
の
細
か
い
声

の
節
ま
わ
し
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
持
つ
の
に
対

し
て
、
五
音
式
ご
詠
歌
譜
は
そ
れ
を
目
安
式
と
し
て
も
応
用
し
得
る
、
つ

ま
り
、
音
の
高
低
や
音
価
以
外
の
細
か
い
声
の
技
法
を
も
視
覚
的
に
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
剛
流
の
伝
承
者
が
西
洋
の
五
線
譜
で
は
な

く
声
明
譜
に
由
来
す
る
五
音
式
楽
譜
を
採
用
し
、
そ
れ
を
現
在
に
至
る
ま

で
使
い
続
け
て
き
た
理
由
は
、
ご
詠
歌
の
音
楽
構
造
を
よ
り
分
か
り
や
す

く
伝
え
る
と
い
う
楽
譜
の
機
能
性
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
し
て
、
大
和
流
が
目
安
式
を
用
い
て
き
た
の
に
対
し
て
金
剛
流
が
五

音
式
を
新
た
に
考
案
し
た
と
い
う
経
緯
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
金
剛
流
は

五
音
式
の
導
入
を
通
し
て
、
音
高
と
音
価
を
正
確
に
表
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
従
来
の
記
譜
法
の
欠
点
を
補
う
と
同
時
に
、
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
視

覚
的
に
図
示
す
る
と
い
う
従
来
の
目
安
式
の
利
点
を
も
残
す
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
り
、
五
音
式
ご
詠
歌
譜
の
考
案
は
「
伝
統
」
の
正
統
性
を
表

象
す
る
意
図
も
ひ
と
つ
の
要
因
で
は
あ
っ
た
が
、
楽
譜
の
機
能
性
と
い
う

実
用
面
に
お
い
て
も
重
要
な
改
変
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
節
で
論
じ
た
ご
詠
歌
の
再
編
過
程
を
「
正
統
的
な
仏

教
音
楽
」
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
教
団
の
意
図
か
ら
離
れ
て
再
考
す
る

な
ら
ば
、「
伝
統
」
の
正
統
性
を
主
張
す
る
意
図
と
は
別
の
次
元
で
ご
詠

歌
を
「
正
し
く
」
う
た
い
継
ご
う
と
し
て
き
た
伝
承
者
の
営
み
が
、
お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
仏
教
教
団
が
ご
詠
歌
を
再
編
し
、

伝
統
的
な
「
仏
教
音
楽
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
過
程
を
考
察
し
た
。
そ
し

て
、
本
稿
の
三
で
述
べ
た
と
お
り
、
ご
詠
歌
を
「
仏
教
音
楽
」
と
し
て
位

置
づ
け
る
た
め
に
、
教
団
は
ご
詠
歌
が
声
明
と
い
う
伝
統
的
な
仏
教
音
楽

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ご
詠
歌
を

仏
教
音
楽
と
み
な
す
前
提
と
し
て
、
声
明
を
日
本
の
仏
教
音
楽
と
捉
え
る

認
識
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
声
明

に
対
す
る
認
識
は
近
代
以
降
に
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
信
仰
の
対
象
と
し
て
寺
院
で
祀
っ
て
い
た
仏
像
を
明
治
以
降
に
美
術
品

と
し
て
調
査
・
展
示
し
始
め
た
よ
う
に
［
村
角　

二
〇
〇
二
］、
信
仰
の

実
践
と
し
て
僧
侶
が
唱
え
て
い
た
声
明
も
近
代
に
儀
礼
の
場
か
ら
離
れ
て

日
本
音
楽
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
に
関
わ
る
様
々
な
音
文
化
を
「
仏
教
音
楽
」
と
呼

ん
で
日
本
伝
統
音
楽
の
一
種
目
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
以
降

の
こ
と
で
あ
り
、
ご
詠
歌
も
近
代
日
本
に
お
け
る
音
楽
観
が
大
き
く
変
容



21

す
る
な
か
で
成
立
し
た
「
仏
教
音
楽
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
近
世
か
ら

近
代
へ
と
日
本
の
社
会
が
大
き
く
移
り
変
わ
る
と
き
、
宗
教
や
音
楽
を
め

ぐ
る
価
値
観
も
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
仏
教
に
関
わ
る

音
文
化
が
「
仏
教
音
楽
」
と
し
て
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
再
編
さ
れ
た

の
か
を
解
明
す
る
試
み
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
音
楽
観
の
変
容
過
程
を

宗
教
と
の
関
わ
り
か
ら
理
解
す
る
た
め
の
視
座
を
提
示
す
る
も
の
と
考
え

る
。
本
稿
で
は
ご
詠
歌
の
一
事
例
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
が
、
今
後
、
声

明
も
含
め
た
「
仏
教
音
楽
」
観
の
成
立
過
程
を
よ
り
広
い
視
野
で
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
伝
統
音
楽
文
化
の
再
編
過
程
を
考
察
す
る
上
で
、「
伝
統
の

創
出
」
と
い
う
枠
組
み
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
枠
組
み
は
、
ご
詠
歌
に
か

ぎ
ら
ず
そ
の
ほ
か
の
音
楽
文
化
を
論
じ
る
上
で
も
き
わ
め
て
有
用
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
行
研
究
が
様
々
な
音
楽
を
対
象
に
、
音
楽

の
担
い
手
が
「
伝
統
」
の
正
統
性
を
主
張
し
て
当
該
音
楽
の
権
威
付
け
を

図
る
と
い
う
過
程
を
説
明
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
以
降
の
日
本
民

謡
を
論
じ
た
渡
辺
裕
も
、
民
謡
の
担
い
手
が
民
謡
の
正
統
性
を
主
張
す
る

た
め
に
伝
統
的
な
歌
い
方
を
意
味
す
る
「
正
調
」
と
い
う
概
念
を
創
出
し

た
こ
と
を
指
摘
し
た
［
渡
辺　

二
〇
〇
四　

一
四
四
］。

　

し
か
し
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
近
代
化
の
枠
組
み
を
当
て
は

め
て
論
じ
る
こ
と
は
、
研
究
対
象
の
あ
る
側
面
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る

一
方
、
先
行
研
究
が
論
じ
て
き
た
結
論
へ
と
安
易
に
落
と
し
て
し
ま
う
危

険
が
常
に
付
い
て
ま
わ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
ご
詠
歌
に
お
け
る
「
伝
統

の
創
出
」
過
程
に
つ
い
て
、
楽
譜
の
機
能
性
に
着
目
し
、
正
統
性
の
表
象

と
は
別
の
側
面
か
ら
も
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
ご
詠
歌
の
担
い
手

が
そ
の
当
時
に
鳴
り
響
く
音
楽
を
後
世
に
よ
り
「
正
し
く
」
伝
え
よ
う
と

す
る
意
図
の
も
と
に
楽
譜
を
改
変
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

そ
も
そ
も
「
伝
統
の
創
出
」
と
は
、
伝
統
を
固
定
し
た
も
の
と
見
る
の

で
は
な
く
、
常
に
変
化
す
る
動
態
と
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
従
来
の
音
楽
研
究
で
は
実
際
に
鳴
り
響
く
音
が
い
か
に
変
化
し
、
そ

の
変
化
を
担
い
手
が
い
か
に
伝
統
と
捉
え
直
す
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
示

し
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
日
本
音

楽
の
場
合
、
家
元
制
度
の
も
と
流
儀
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
す
る
た
め
、
音

楽
の
担
い
手
は
流
儀
の
音
楽
的
変
化
を
公
に
は
認
め
ず
、
ま
た
研
究
者
も

変
化
の
意
味
を
担
い
手
に
問
う
こ
と
が
難
し
く
、「
伝
統
」
の
音
響
レ
ベ

ル
で
の
変
化
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
難
し
い
と
い
う
事
情
が
関
係
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
な
か
で
、
日
本
音
楽
の
「
伝
統
」
を
音
響
変
化
か
ら
論
じ
る
試
み

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
先
の
渡
辺　

二
〇
〇
四
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

渡
辺
は
録
音
分
析
か
ら
民
謡
の
正
調
の
音
響
変
化
を
確
認
し
た
も
の
の
、

変
化
し
た
音
響
に
対
す
る
担
い
手
の
認
識
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
欠
け
て

い
る
た
め
、
実
際
に
変
化
す
る
音
響
を
担
い
手
が
い
か
に
「
伝
統
」
と
捉

え
直
す
か
を
説
明
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、［
新
堀　

二
〇
〇
六
］
が
ご
詠
歌
を
事
例
に
、
担
い
手
が
正
調
と
み
な
す
演
奏
の
記

録
（
楽
譜
・
録
音
）
を
年
代
順
に
比
較
し
て
音
響
の
変
化
を
確
認
し
、
変

化
の
要
因
を
参
与
観
察
・
伝
承
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
裏
づ
け
て
、

担
い
手
が
変
化
し
た
音
響
を
正
調
と
捉
え
直
し
て
い
る
こ
と
、
と
き
に
担
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い
手
自
身
が
意
識
的
に
正
調
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お

り
、
音
楽
に
み
る
「
伝
統
の
創
出
」
過
程
を
実
際
に
鳴
り
響
く
音
と
担
い

手
の
認
識
の
両
面
か
ら
再
考
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
を
提
示
し
て
い

る
。

　

本
稿
で
は
、
音
楽
に
お
け
る
「
伝
統
の
創
出
」
過
程
を
再
考
す
る
た
め

の
一
方
法
と
し
て
、
実
際
に
鳴
り
響
く
音
楽
を
よ
り
「
正
し
く
」
伝
え
よ

う
と
す
る
伝
承
者
の
意
識
と
「
伝
統
」
の
関
係
を
論
点
と
し
て
示
す
に
留

ま
っ
た
が
、
今
後
、
様
々
な
音
楽
と
の
比
較
を
通
し
て
慎
重
に
議
論
を
重

ね
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
な
ど
の
芸
術
文
化
政
策
が
進
む
な
か
、
保
護
す
べ
き
「
伝
統

文
化
」
と
し
て
選
ぶ
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
芸
の
固
定
化
を
促
し
伝
承

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
抑
制
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
そ
の
な

か
で
、
実
際
に
鳴
り
響
く
音
が
い
か
に
変
化
し
、
そ
の
変
化
を
担
い
手
が

い
か
に
「
伝
統
」
と
捉
え
直
し
て
き
た
か
、
ま
た
、
担
い
手
が
実
際
に
鳴

り
響
く
音
の
「
伝
統
」
を
守
る
た
め
に
伝
承
方
法
を
い
か
に
工
夫
し
改
変

し
て
き
た
か
を
問
う
研
究
は
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
音
楽
の
担
い
手
に
対

し
て
も
「
伝
統
」
の
動
態
性
を
意
識
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
も
の
と
な
り
、

音
楽
文
化
の
将
来
を
見
据
え
る
上
で
重
要
な
成
果
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
１
） 

本
稿
で
は
、
伝
承
の
担
い
手
を
統
括
す
る
し
く
み
を
伝
承
組
織
と

呼
ぶ
。

（
２
） 

本
稿
で
は
、
対
象
物
（
ご
詠
歌
）
を
「
音
楽
」
と
み
な
す
た
め
の

特
徴
を
「
音
楽
的
特
徴
」
と
呼
ぶ
。
分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て

説
明
す
る
と
、
た
と
え
ば
声
明
と
読
経
を
比
較
し
て
、（
ア
）
声
明

の
節
に
抑
揚
や
声
の
装
飾
が
あ
る
こ
と
、（
イ
）
博
士
（
声
明
の

楽
譜
）
を
用
い
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
、
声
明
を
「
音
楽
」
と

み
な
し
読
経
を
「
音
楽
」
で
な
い
と
判
断
す
る
場
合
、（
ア
）（
イ
）

が
声
明
の
「
音
楽
的
特
徴
」
で
あ
る
。

（
３
） 

浅
川
は
、
一
般
的
な
物
乞
人
を
意
味
す
る
「
乞
食
（
こ
じ
き
）」
と

区
別
す
る
た
め
、
托
鉢
の
意
味
で
使
用
す
る
と
き
に
は
ふ
り
が
な

を
併
記
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。

（
４
） ［
宮
本　

一
九
八
四
（
一
九
六
〇
）
一
一
一
、一
一
二
］
に
よ
る
。

宮
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
引
用
文
は
「
八
十
を
だ
い
ぶ
す
ぎ
た
」
老

女
が
一
九
歳
で
遍
路
に
出
た
と
き
の
体
験
談
で
あ
る
こ
と
か
ら
［
宮

本　

一
九
八
四
（
一
九
六
〇
）
一
〇
六
］、
一
八
九
〇
～
一
九
〇
〇

年
頃
の
出
来
事
を
回
想
し
た
記
録
と
思
わ
れ
る
。

（
５
） 

浅
川
は
当
時
の
乞
食
遍
路
排
除
の
様
子
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

四
国
遍
路
の
体
験
記
を
綴
っ
た
高
群
逸
枝
に
よ
る
一
九
一
八
年

一
〇
月
二
三
日
の
記
録
を
取
り
上
げ
て
、
高
群
と
そ
の
同
行
者
が

警
察
に
よ
る
「
遍
路
狩
り
」
の
取
り
締
ま
り
に
遭
遇
し
た
事
例
［
高

群　

一
九
七
九　

二
一
七
―
二
二
〇
］
を
紹
介
し
て
い
る
［
浅
川　

二
〇
〇
八　

三
〇
七
―
三
〇
九
］。

（
６
） 
教
団
幹
部
に
よ
る
当
時
の
言
説
で
は
、「
俗
謡
」
の
ほ
か
に
「
俗
歌

俚
謡
」「
流
行
歌
」
な
ど
の
語
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本

稿
で
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
当
時
の
流
行
歌
や
都
会
で
流
行
し
て
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い
た
民
謡
を
指
す
言
葉
と
し
て
「
俗
謡
」
を
用
い
る
。

（
７
） （　

）
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
８
） 
ご
詠
歌
を
う
た
う
際
、
主
に
鉦
・
鈴
と
い
う
二
種
類
の
音
具
を
用

い
る
。
う
た
い
手
は
、
鉦
と
い
う
金
属
板
（
板
状
体
鳴
楽
器
）
を

右
手
に
持
っ
た
撞
木
な
ど
と
呼
ば
れ
る
木
の
棒
で
打
奏
し
、
も
う

片
方
の
左
手
で
鈴
（
器
状
ベ
ル
類
の
体
鳴
楽
器
）
を
振
り
鳴
ら
し

な
が
ら
詠
唱
す
る
。

（
９
） 

声
明
の
楽
譜
で
あ
る
博
士
の
記
譜
様
式
は
、
①
目
安
博
士
の
よ
う

に
旋
律
の
相
対
的
な
動
き
を
示
す
も
の
、
②
五
音
博
士
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
定
音
高
を
示
す
も
の
の
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
［
澤

田　

一
九
八
九　

四
三
六
―
四
三
七
］。
①
の
記
譜
様
式
で
は
、
旋

律
の
微
細
な
動
き
や
様
々
な
声
の
装
飾
技
法
を
表
す
た
め
に
、
曲

線
を
描
い
た
り
、
線
に
切
れ
目
を
入
れ
た
り
、
補
助
記
号
を
付
し

た
り
す
る
が
、
旋
律
の
正
確
な
音
高
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
②
の
様
式
で
は
直
線
の
向
き
に
よ
っ
て
正
確
な
音
高
を
示

す
こ
と
が
で
き
る
が
、
①
の
よ
う
に
旋
律
の
微
細
な
動
き
を
表
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
①
の
目
安
博
士
に
類
す
る

ご
詠
歌
の
記
譜
様
式
を
目
安
式
、
②
の
五
音
博
士
に
倣
っ
た
様
式

を
五
音
式
と
呼
び
分
け
る
。

（
10
） 

十
五
折
博
士
と
は
、
高
野
山
真
言
宗
に
伝
わ
る
南
山
進
流
の
声
明

家
で
あ
っ
た
覚
意
（
一
二
三
七
―
九
三
以
降
）
が
考
案
し
た
声
明

の
記
譜
法
の
こ
と
。

（
11
） 

こ
の
趣
意
書
が
正
式
に
認
め
ら
れ
て
曾
我
部
が
流
祖
号
を
授
か
っ

た
の
は
六
年
後
の
一
九
四
〇
年
で
あ
っ
た
［
高
野
山
金
剛
流
詠
監

室
編　

一
九
八
四
（
一
九
六
八
）
一
九
］。

（
12
） 

現
行
の
ご
詠
歌
集
で
あ
る
［
高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編　

二
〇
〇
〇
a
］
よ
り
「
妙
厳
」
の
譜
を
一
部
抜
粋
し
た
［
高
野
山

金
剛
流
詠
監
室
編　

二
〇
〇
〇
a
］　

四
四
］。

（
13
） ［
高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編　

二
〇
〇
〇
b
］
の
「
妙
厳
ヅ
ヤ
仮
譜
」

よ
り
一
部
抜
粋
し
た
［
高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編　

二
〇
〇
〇
b

　

五
四
］。

引
用
文
献

浅
川
泰
宏
『
巡
礼
の
文
化
人
類
学
的
研
究
―
―
四
国
遍
路
の
接
待
文
化

―
―
』
二
〇
〇
八　

古
今
書
院

高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編
『
金
剛
講
必
携
』（
一
九
八
四
年
改
訂
版
）

一
九
八
四
（
一
九
六
八
）
高
野
山
金
剛
講
総
本
部

高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編
『
高
野
山
金
剛
流
御
詠
歌
教
典
』（
改
訂
版
）

二
〇
〇
〇
a　

高
野
山
金
剛
講
総
本
部

高
野
山
金
剛
流
詠
監
室
編『
高
野
山
金
剛
流
御
詠
歌
教
典
綱
要
』（
改
訂
版
）

二
〇
〇
〇
b　

高
野
山
金
剛
講
総
本
部

『
高
野
山
時
報
』
一
九
三
四
年
一
二
月
五
日　

高
野
町
高
野
山
出
版
社

澤
田
篤
子
「
声
明
、
楽
譜
・
記
譜
法
」『
日
本
音
楽
大
事
典
』
一
九
八
九　

平
凡
社　

四
三
六
～
四
三
七
頁

新
堀
歓
乃
「
密
厳
流
ご
詠
歌
の
楽
譜
と
口
頭
伝
承
が
変
容
す
る
し
く
み

―
―
規
範
と
個
性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
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七
一
号　

二
〇
〇
六　

一
～
二
〇
頁

新
堀
歓
乃
「
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
ご
詠
歌
伝
承
に
み
る
『
正
調
』
の

確
立
―
―
金
剛
流
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
口
承
文
芸
研
究
』

第
三
一
号　

二
〇
〇
八　

一
六
～
二
五
頁

曾
我
部
俊
雄
編
著
『
高
野
山
大
師
教
会
金
剛
講　

御
詠
歌
和
讃
詳
解
』

一
九
二
九
a　

高
野
山
大
師
教
会
金
剛
講
総
本
部

高
木
泰
澄
、笹
井
教
仙
編
（
曾
我
部
一
九
二
九
b
）「
詠
監
就
任
の
辞
」（
曾

我
部
俊
雄
執
筆
）『
金
剛
流
詠
歌
道
講
録
』
一
九
七
一　

二
〇
〇
〇
年

再
刊　

村
上
公
教
蔵　

非
売
品　

一
〇
～
一
一
頁

高
木
泰
澄
、
笹
井
教
仙
編
（
曾
我
部　

一
九
三
三
a
）「
鬱
勃
た
る
創
業

の
精
神
」（
曾
我
部
俊
雄
執
筆
）『
金
剛
流
詠
歌
道
講
録
』
一
九
七
一　

二
〇
〇
〇
年
再
刊　

村
上
公
教
蔵　

非
売
品　

一
二
～
一
七
、一
九
～

二
八
頁

高
木
泰
澄
、
笹
井
教
仙
編
（
曾
我
部　

一
九
三
三
b
）「
金
剛
流
詠
歌
道
」

（
曾
我
部
俊
雄
執
筆
）『
金
剛
流
詠
歌
道
講
録
』
一
九
七
一　

二
〇
〇
〇

年
再
刊　

村
上
公
教
蔵　

非
売
品　

二
九
～
二
一
四
頁

高
群
逸
枝
『
娘
巡
礼
記
』
一
九
七
九　

 

朝
日
新
聞
社

坪
井
秀
人
『
感
覚
の
近
代
』
二
〇
〇
六　

 

名
古
屋
大
学
出
版
会

平
野
健
次
ほ
か
監
修
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
一
九
八
九　

 

平
凡
社

星
野
英
紀
『
四
国
遍
路
の
宗
教
学
的
研
究
―
―
そ
の
構
造
と
近
現
代
の
展

開
―
―
』
二
〇
〇
一　

 

法
藏
館

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
，エ
リ
ッ
ク
、テ
レ
ン
ス
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
『
創
ら
れ
た
伝
統
』

一
九
九
二
（
一
九
八
三
）
紀
伊
國
屋
書
店 

（［
原
著
］ H

obsbaw
m

, 

Eric and Terence Ranger, ed. 1983. The Invention of Tradition. 
Cam

bridge : Cam
bridge U

niversity Press.

）

宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
一
九
八
四
（
一
九
六
〇
）
岩
波
書
店

（［
初
出
］
宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
一
九
六
〇　

未
来
社
）

村
角
紀
子「
明
治
期
の
古
美
術
写
真
―
―
畿
内
宝
物
取
調
を
中
心
に
―
―
」

『
美
術
史
』
第
五
二
巻
第
一
号
二
〇
〇
二　

一
四
六
～
一
六
五
頁

山
﨑
千
久
松
『
奉
詠　

大
和
流
各
宗
讃
仏
歌
集
』
一
九
二
五　

大
和
講
本

部
『
読
売
新
聞
』 

一
九
二
二
年
七
月
二
二
日　

読
売
新
聞
東
京
本
社

渡
辺
裕
「
異
文
化
接
触
の
中
の
民
謡
―
―
『
正
調
江
差
追
分
』
に
み
る
自

己
表
象
の
成
立
と
変
容
―
―
」『
日
本
音
楽
・
芸
能
を
め
ぐ
る
異
文
化

接
触
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究
―
―
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
前
後
に
お
け
る

東
西
の
視
線
の
相
互
変
容
―
―
』
井
上
さ
つ
き
、
寺
内
直
子
、
渡
辺
裕
、

平
成
13
～
15
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
１
））
研

究
成
果
報
告
書
（
平
成
一
六
年
一
一
月
版
）
研
究
課
題
番
号13410018　

二
〇
〇
四　

一
三
三
～
一
六
一
頁

（
し
ん
ぼ
り
・
か
ん
の
／
東
京
藝
術
大
学
）


