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◆ キーワード　ロシア／チャストゥーシカ／機能／ジャンル／短詩型歌謡

短
詩
型
歌
謡
の
機
能
抱
合
力

─
ロ
シ
ア
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
を
例
に
─

熊 

野 

谷　

葉 

子

序
ロ
シ
ア
の
口
承
文
芸
に
は
「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
（chastushka

）」
（
１
）

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
一
行
四
拍
×
四
行
＝
十
六

拍
で
一
編
と
な
る
非
常
に
短
い
歌
で
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
ロ
シ
ア
の

庶
民
の
間
で
大
流
行
し
、
同
世
紀
末
に
は
「
新
し
い
民
衆
歌
謡
」
と
し

て
イ
ン
テ
リ
層
に
も
認
知
さ
れ
、
以
来
多
く
の
採
録
と
出
版
が
な
さ
れ
て

き
た
。
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
ソ
連
全
土
で
広
く
歌
わ
れ
、
現
在
で
も
知

る
人
は
多
い
が
、
そ
の
最
盛
期
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
農
村
に
あ
り
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
激
し
く
進
行
し
た
農
村
部
か
ら
の
人
口
流
出
に
と
も

な
い
、
歌
わ
れ
る
場
も
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
非
常
に
簡
単
な
形
式
を
も

ち
生
産
性
が
高
い
た
め
、
ロ
シ
ア
各
地
で
不
断
に
無
数
に
作
ら
れ
、
そ
の

演
奏
形
態
も
実
に
多
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
全
体
的
な
把
握
が
難
し
く
、

ま
た
ロ
シ
ア
の
口
承
文
芸
と
し
て
は
ご
く
新
し
い
こ
と
や
歌
の
内
容
が
し

ば
し
ば
卑
猥
に
流
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
研
究
は
従
来
限
定
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ソ
連
末
期
か
ら
の
自
由
化
と
ジ
ャ
ン
ル
消
滅
の
危

機
感
か
ら
、
現
在
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
対
象
と
し
て
も
各
方
面
か
ら

取
り
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

本
稿
筆
者
は
一
九
九
五
年
か
ら
北
ロ
シ
ア
や
中
部
ロ
シ
ア
で
チ
ャ
ス

ト
ゥ
ー
シ
カ
の
採
録
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
歌
が
若
者
の
集
ま
り
や
祭

日
、
婚
礼
、
仕
事
の
合
間
な
ど
色
々
な
場
所
で
多
様
に
歌
わ
れ
て
き
た
こ

と
を
知
る
一
方
で
、
既
刊
資
料
や
通
常
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
こ
の

歌
の
演
奏
の
実
態
は
総
合
的
に
把
握
で
き
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
も

感
じ
て
き
た
。
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
テ
キ
ス
ト
を
掲
載
し
た
既
刊
資
料

に
は
、
歌
や
伴
奏
の
旋
律
、
歌
い
方
、
踊
り
と
い
っ
た
総
合
的
な
情
報
は

乏
し
く
、
ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
現
場
で
は
歌
い
手
は
居
間
な
ど
に

座
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
伴
奏
な
し
で
歌
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
我
々
が
出
版
物
や
フ
ィ
ー
ル
ド
で
触
れ
る
歌
が
、
か
つ
て
ど
ん

な
場
で
、
ど
ん
な
節
と
身
体
動
作
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
た
の
か
は
も
は
や
分

か
ら
ず
、
そ
う
し
た
事
柄
に
関
す
る
情
報
も
歌
い
手
の
高
齢
化
と
と
も
に
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急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
補
う
た
め
に
は
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
テ
キ
ス
ト
を
詩
的
側

面
・
音
楽
的
側
面
・
身
体
動
作
の
側
面
か
ら
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
コ
ス
ト
ロ
マ
州
ネ
レ
フ
タ
地
区
の
資

料
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
一
定
の
結
論
を
得
た（

２
）。

本
稿
で
は
そ
れ
を
踏

ま
え
て
農
村
に
お
け
る
最
盛
期
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
を
演
奏
の
場
と
機

能
か
ら
大
別
し
、
そ
の
上
で
一
連
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
具
体
例
を
見

な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
伝
統
的
な
ロ
シ
ア
口
承
文
芸
と
韻
律
や
内
容
、
詩
的

特
徴
の
上
で
高
い
共
通
性
を
持
ち
、
旧
来
の
ジ
ャ
ン
ル
に
代
わ
っ
て
そ
の

機
能
を
果
た
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

１　

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
概
要

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
定
義
と
基
本
的
な
形
式

「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
と
い
う
名
称
は
、「
速
い
」
と
い
う
意
味
の
ロ

シ
ア
語chastyj

か
ら
来
て
い
る
が
、
こ
の
名
称
は
、
十
九
世
紀
後
半
に

は
当
時
流
行
し
て
い
た
短
詩
形
歌
謡
を
指
す
多
く
の
名
称
の
ひ
と
つ
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
西
欧
に
遅
れ
て
到
来
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
興
隆
に
と
も
な

い
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
多
く
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
が
採
録
・
出
版
さ
れ
た

が
、
そ
こ
に
こ
れ
ら
の
短
詩
型
歌
謡
を
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
扱
っ

た
も
の
は
な
く
、
一
八
八
九
年
に
文
筆
家
Ｇ
・
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
ー
が
「
新

し
い
民
衆
の
歌
。
村
で
の
メ
モ
よ
り
」
と
い
う
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
と
い
う
語
を
使
っ
た
こ
と
か
ら
読

書
界
に
急
速
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

…
民
衆
は
、
歌
や
ブ
ィ
リ
ー
ナ
を
作
り
出
す
す
べ
は
持
た
な
い
が
、
日

常
生
活
の
多
種
多
様
な
現
象
に
反
応
す
る
「
小
さ
な
詩
」
を
作
る
こ
と

は
で
き
る
し
、
ま
た
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
彼
ら
は
い
わ

ゆ
る
「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
でcouplet

と
言
っ

て
い
る
の
と
同
じ
も
の
を
作
り
だ
し
た
。
民
衆
は
日
常
の
些
細
な
出
来

事
を
よ
く
見
て
は
、「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
を
も
っ
て
そ
の
出
来
事

に
反
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

［Успенский , 1889. р.45

］

こ
う
し
て
い
っ
た
ん
名
称
を
与
え
ら
れ
、
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
当
時
の
農
民
生
活
の

変
化
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特

に
一
九
〇
〇
年
代
に
な
る
と
大
型
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
集
が
数
多
く
出

版
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
に
付
さ
れ
た
序
文
な
ど
で
採
録
者
や
編
集
者
が
こ

の
歌
の
形
式
や
農
村
で
の
状
況
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
情
報
を
伝
え
て

い
る
。

ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
ク
プ
ル
（couplet

）」
に
比
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
短
詩
型
歌
謡
は
文
字
に
す
る
な
ら
二
行
あ
る
い
は
四

行
で
一
編
を
成
し
、
行
末
で
交
差
韻
（abab

）
ま
た
は
平
行
韻
（aabb

）

を
踏
む
。
代
表
的
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
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　Garmoní  - sta ljubi t́’

 ￨  U  U  —́   ￨ U  U  —́   ￨
ガルモニストに惚れるなら

  Na-do chí - sto hodi t́’.

 ￨  U  U  —́   ￨ U  U  —́   ￨
きれいにしてなきゃいけないよ

  Na-do púdrit’sja i mázat’-
 ￨  U  U  —́ U ￨ U  U  —́ U  ￨
おしろいはたいてクリーム塗って

  sja / I bróvi  navodi t́’.

 ￨   U  U  —́ U ￨ U  U  —́    ￨
眉毛も描かなきゃいけないよ

 ［熊野谷 2002, p.148］

Ｕはアクセントがないか弱い音節、—́ は
強いアクセントのある音節を表す。
２拍ごとに　￨　で分割する。
イタリック部分が脚韻を踏んでいる部分。
／は詩行の切れ目を示す。

こ
の
歌
は
一
、二
、四
行
目
末
で
押
韻
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
動
詞
の

原
形
を
配
し
た
だ
け
の
簡
単
な
つ
く
り
で
あ
る
。
語
は
基
本
的
に
一
拍
二

音
節
が
強
弱
格
を
成
す
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
が
、
弱
拍
は
休
止
ま
た
は
前

音
節
の
引
き
延
ば
し
に
な
る
こ
と
も
多
い
。（
一
、二
行
目
が
そ
の
例
）

こ
う
し
た
短
い
歌
が
ひ
と
つ
歌
わ
れ
る
と
、
誰
か
が
そ
れ
に
関
連
す
る

歌
や
類
似
す
る
テ
ー
マ
を
続
け
て
歌
う
。
例
え
ば
、

A garmoní-  sta ljubljú/Da
U ￨  U  U —́   ￨ U  U  —́ U  ￨
ガルモニストに惚れちゃった

   ja  i  chí́sto  hozhú.
  ￨ —́  U  —́   ￨ U  U  —́    ￨
だからきれいにしているよ

   Ja  i púdljus’, ja i  mazhus’,
  ￨ —́  U  —́ U  ￨ —́ U  —́ U  ￨
おしろいはたいてクリーム塗って

   Ja i  bróvi  navozhú.
  ￨ —́  U  —́ U  ￨ U  U  —́   ￨
眉毛だって描いてるよ

 ［熊野谷 2002, p.148.］

内
容
的
に
は
元
歌
に
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
つ
く
り
は
元
歌
の
動

詞
の
語
尾
を
一
人
称
単
数
形
に
変
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
簡
単
な

改
変
に
よ
っ
て
も
新
し
い
歌
は
作
ら
れ
る
た
め
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は

非
常
に
生
産
性
が
高
い
。
そ
の
場
の
状
況
に
合
わ
せ
て
本
当
に
即
興
で
作

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
も
っ
と
多
い
の
は
様
々
な
歌
を
覚
え
た
り
作
っ

た
り
し
て
お
き
、
状
況
に
合
わ
せ
て
思
い
出
し
て
歌
う
場
合
で
あ
る
。
ガ

ル
モ
ニ
（
ロ
シ
ア
の
ボ
タ
ン
式
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
）
ま
た
は
バ
ラ
ラ
イ
カ

の
伴
奏
が
途
切
れ
な
く
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
複
数
の
歌
い
手
が
関

連
す
る
歌
を
次
々
に
繰
り
出
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
チ
ャ
ス

ト
ゥ
ー
シ
カ
の
歌
い
方
で
あ
る
。

「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
か
ら
外
れ
る
短
詩
型
歌
謡

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
速
い
テ
ン
ポ
で
次
々
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い

短
詩
型
歌
謡
が
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
中
南
部
で
「
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ

（stradanie

）」
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
れ
を
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
は
峻
別
す

る
歌
い
手
も
多
い
。
例
え
ば
あ
る
リ
ャ
ザ
ン
州
の
歌
い
手
は
、
次
の
よ
う
な
歌

を
「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
は
な
く
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
」
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。

Eh,stra-da ́ -nija,
￨ U   U  ￨ —́  U  U ￨
ああ、こんな恋、

 Hot’ by sdóhla.
￨ U   U  ￨—́  U      ￨
消えてしまえば

  Po tebe se ́ rd-
￨   U U U ￨ —́     ￨
心が焦がれも

 tse/ ne  sóh-lo.
￨ U   U  ￨ —́  U  ￨
しないのに

2007 年リャザン州で筆者採

録。未公刊。
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ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
は
「
ス
ト
ラ
ダ
ー
チstradat'

」（
苦
し
む
、
恋
焦
が

れ
る
）
を
語
源
と
し
、
そ
の
名
の
通
り
恋
の
苦
し
み
を
切
々
と
歌
い
あ
げ

る
。
演
奏
は
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
で
、
歌
詞
の
分
量
は
通
常
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー

シ
カ
の
半
分
し
か
な
い
が
、一
編
に
か
か
る
時
間
は
踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー

シ
カ
の
一
編
と
同
じ
か
そ
れ
よ
り
も
長
い
。
つ
ま
り
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
で

は
、
各
音
節
を
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
二
倍
は
ひ
き
の
ば
し
て
歌
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
は
女
性
が
一
人
ま
た
は

数
人
で
ゆ
っ
く
り
歌
い
あ
う
こ
と
が
多
く
、踊
り
は
と
も
な
わ
な
い
。
従
っ

て
「
速
い
」
を
含
意
す
る
「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
で
は
こ
の
歌
を
表
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抒
情
的
な
短
詩
型
歌
謡
は
、

「
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
」
と
い
う
呼
称
を
持
た
な
い
ロ
シ
ア
北
部
で
も
知
ら
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
の
短
詩
型
歌
謡
は
す
べ
て
が
テ
ン
ポ
の
速
い
「
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
」

と
い
う
呼
称
は
、
狭
義
に
は
踊
り
に
使
わ
れ
る
テ
ン
ポ
の
速
い
歌
謡
の
み

を
指
し
、
便
宜
的
に
広
く
ロ
シ
ア
の
短
詩
型
歌
謡
全
体
を
指
し
て
使
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
歌
い
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
広
義

の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
最
盛
期
の
二
〇
世
紀
前
半
に
ど
の
よ
う
に
演
奏

さ
れ
た
か
を
見
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
の
短
詩
形
歌
謡
が
果
た
し
て
い
た
機
能

と
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を
考
え
る
。

２　

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
機
能
別
分
類

二
〇
世
紀
前
半
の
観
察
に
み
る
演
奏
の
状
況

戦
前
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
演
奏
の
現
場
に
つ

い
て
は
各
種
の
興
味
深
い
報
告
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
、

一
九
二
〇
年
に
東
洋
学
者
の
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
が
日
本
の
短
歌
雑

誌
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
寄
稿
し
た
記
事
の
一
部
を
見
よ
う
。
ネ
フ
ス
キ
ー
は

故
郷
の
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
で
一
九
一
一
年
の
夏
休
み
を
過
ご
し
、
そ
の
際

に
村
の
若
者
が
歌
う
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
や
そ
の
演
奏
の
様
子
を
記
録
し

た
。
し
か
し
一
五
〇
編
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
を
書
き
と
め
た
と
い
う
そ

の
ノ
ー
ト
を
ロ
シ
ア
へ
置
い
て
日
本
へ
来
て
し
ま
っ
た
た
め
『
ア
ラ
ラ
ギ
』

の
原
稿
は
記
憶
に
基
づ
い
て
記
し
て
い
る
。
以
下
に
あ
げ
る
の
は
、
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
概
説
と
い
っ
た
部
分
で
あ
る
。

「
早
歌
（
ち
ゃ
す
つ。
し
か
）」

　

此
は
調
子
の
早
い
所
か
ら
申
し
て
居
る
名
な
の
で
、
日
本
の
早
歌
と

は
、
違
う
て
居
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
、
即
興
・
思
い
つ
き
な

ど
で
謡
は
れ
る
点
が
、
日
本
の
中
昔
の
意
味
に
近
よ
っ
て
居
ま
す
の
も
、

お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
、
と
存
じ
ま
す
。

　

早
歌
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
ほ
ど
古
く
か
ら
あ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
田
舎
の
農
村
か
ら
、
町
方
へ
出
稼
ぎ
を
す
る
風
の
始
っ
た
頃
か
ら
、

行
は
れ
か
け
た
の
だ
相
で
す
。
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此
が
謡
は
れ
る
の
は
、
土
曜
日
の
晩
で
、
謡
ひ
て
は
、
村
の
若
者
や
娘

た
ち
で
す
。
寒
く
な
い
頃
な
ら
ば
、
表
に
集
っ
て
、
は
あ
も
に
か
（
口
で

吹
く
笛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
を
鳴
し
、
ば
ら
ら
い
か
を
弾
じ
て
、
若
者
が

表
を
通
る
と
あ
ち
こ
ち
の
家
か
ら
仲
間
が
出
て
、
段
々
殖
え
て
来
る
の
で

す
。
さ
う
し
て
所
々
の
か
ど
先
に
集
っ
て
、
若
者
と
娘
が
交
っ
て
踊
り

狂
ふ
の
で
、
其
は
其
は
、
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
。
冬
に
は
、
話
の
会

（
べ
っ
せ
い
だ
）
と
言
う
て
、
廻
り
番
に
、
大
き
な
家
に
集
っ
て
、
謡
ひ
、

弾
き
、
踊
り
ま
す
。
親
た
ち
の
見
て
居
る
前
で
、
其
家
の
娘
に
戯
れ
た
り

口
ず
ひ
を
し
た
り
し
て
も
親
た
ち
は
喜
ん
で
見
て
居
る
の
で
す
。

　

私
の
部
屋
の
窓
の
下
に
来
て
、
か
う
言
ふ
村
娘
の
二
三
人
が
、
学
校

の
先
生
と
言
ふ
文
句
の
入
っ
た
唄
を
謡
ふ
の
に
お
び
き
出
さ
れ
て
仲
間

入
り
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
薄
霧
の
立
っ
た
月
の
夜
に
、
村
の
道

を
、
有
頂
天
に
な
っ
て
、
謡
ひ
歩
い
た
お
も
し
ろ
さ
は
、
今
に
忘
れ
ま

せ
ん
。 

［
ね
ふ
す
き
ぃ  1920, p.54

］

こ
の
ネ
フ
ス
キ
ー
の
記
録
か
ら
は
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
若
者
た
ち

に
よ
っ
て
道
を
歩
き
な
が
ら
歌
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
歌
に
人
を
集
め
る
機

能
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
主
に
若
い
男

女
に
よ
っ
て
踊
り
の
場
で
歌
わ
れ
、
彼
ら
が
知
り
合
い
恋
愛
を
育
む
場
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

演
奏
の
場
・
機
能
・
身
体
動
作
に
よ
る
三
つ
の
区
分

こ
う
し
た
証
言
を
含
む
二
〇
世
紀
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
資
料
か
ら
、

「
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
」
の
よ
う
な
ゆ
っ
く
り
し
た
歌
も
含
め
た
広
義
の
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
、
地
域
に
よ
る
名
称
や
ジ
ャ
ン
ル
の
相
違
は
あ
る
に
せ

よ
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
場
と
機
能
、
身
体
動
作
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

① 

人
々
の
集
ま
る
踊
り
の
場
で
、
踊
り
の
伴
奏
と
し
て
の
機
能
を
も
っ

て
歌
わ
れ
た
。
軽
快
で
速
い
テ
ン
ポ
の
踊
り
を
伴
う
。

② 

集
団
で
道
を
練
り
歩
く
場
で
、
道
歩
き
の
伴
奏
と
い
う
機
能
を
も
っ

て
歌
わ
れ
た
。
歩
く
、
立
ち
止
ま
る
、
と
い
う
動
作
を
伴
う
。

③ 

一
人
ま
た
は
数
人
で
構
成
さ
れ
る
親
密
な
場
で
、
歌
詞
や
メ
ロ

デ
ィ
ー
そ
の
も
の
を
伝
達
し
楽
し
む
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
歌
わ
れ

た
。
大
き
な
身
体
動
作
を
伴
わ
な
い
。

歌
の
場
と
機
能
は
必
然
的
に
一
定
の
身
体
動
作
を
要
求
し
、
身
体
動

作
は
歌
の
内
容
や
リ
ズ
ム
、
音
楽
的
特
徴
に
影
響
を
与
え
る
。
右
に
あ
げ

た
三
つ
の
区
分
の
中
に
は
、
更
に
機
能
や
形
式
・
内
容
上
の
グ
ル
ー
プ
が

形
成
さ
れ
て
お
り
、
次
章
以
降
は
そ
の
中
か
ら
、
伝
統
的
な
口
承
文
芸
諸

ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を
引
き
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

３　

踊
り
の
伴
奏
と
し
て
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ

踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
、
伴
奏
楽
器
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
タ
イ

ミ
ン
グ
よ
く
歌
詞
を
繰
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
踊
り
の
場
を
盛
り
上
げ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
韻
律
的
に
は
規
則
的
な
強
弱
格
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に
支
配
さ
れ
る
一
方
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
重
要
視
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
失
わ
れ

る
。
歌
詞
の
内
容
は
恋
愛
や
日
常
生
活
、
社
会
風
刺
な
ど
様
々
だ
が
、
共
通

す
る
の
は
そ
の
陽
気
さ
と
公
開
性
で
あ
る
。
同
じ
恋
愛
を
歌
っ
て
も
、
踊

り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
と
は
違
っ
て
常
に
明
る
く
、

広
く
人
々
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
章
で
は
ま
ず
こ
の
踊
り
の
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
伝
統
的
踊
り
歌
と
の
韻
律
的
な
関
係
を
論
じ
、
次
に
「
揶

揄
す
る
」
目
的
で
歌
わ
れ
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
伝
統
的
な
婚
礼
に
お

け
る
付
添
人
の
口
上
と
の
類
似
点
を
、
そ
し
て
ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
の
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
伝
統
的
「
嘘
っ
ぱ
ち
歌
」
と
の
類
似
点
を
検
討
す
る
。

踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
韻
律
と
伝
統
的
な
踊
り
歌

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
以
前
に
も
陽
気
な
踊
り
の
伴
奏
は
あ
っ
た
。「
踊

り
歌
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
基
本
的
な
韻
律
は

|U
 U

 —
́ U

 | U
 U

 —
́ （U

） |

と
さ
れ
て
い
る
。［П

ропп , 1961,p.44

］、
代
表
的
な
踊
り
歌
の
例
を
見

て
み
よ
う
。

Ah, luzhajka moja,
| U U —́  | U U —́   |
ああ、あたしの草地

Ty, zeljonaja moja!
| U U —́ U | U U —́   |
あたしの緑！

Ah, ty, travushka moja, 
| U U —́ U | U U —́   |
ねえ、あたしの草たち

Ty, shelkovaja moja!
| U U —́ U | U U —́   |
   あたしの絹の草！
Ah vy, cvetiki moi!
| U U —́ U | U U —́   |
   ああ、あたしのお花！
Vy, lazo-revye!
| U U —́   | U U U   |
   るり色さんたち！
Poterjala       ja na vas
| U U —́ U | U U —́   |
   あたしはあなたの上に
Moi zoloty kljuchi,..
|U U —́ U | U U —́   |
   金のカギを置いてきた…
 ［НЛП. p.229］

強
い
ア
ク
セ
ン
ト
が
各
行
の
二
拍
め
と
四
拍
め
の
表
拍
に
あ
り
、
四
拍

め
は
裏
拍
に
音
節
が
入
ら
な
い
（
男
性
韻
を
踏
む
）、
と
い
う
の
が
特
徴
で

あ
る
。
踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
こ
れ
に
よ
く
似
た
リ
ズ
ム
を
持
っ

て
い
る
こ
と
は
、
第
一
章
で
あ
げ
た
ガ
ル
モ
ニ
ス
ト
に
関
す
る
二
つ
の
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
示
し
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
若
干

ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
例
で
、
特
に
踊
り
始
め
に
、
人
々
を
踊
り
に
誘
う
機

能
を
持
っ
て
歌
わ
れ
る
。

Ty pljashi, ty pljashi,
 | U U —́    | U U —́   |
踊りなよ、踊りなよ

Ty pljashi,ne dujsja. 
 | U U —́ U | —́    U    |
ふくれてないで、踊りなよ

Esli zhalko sapogov,/To
 | U ́ U —́ U | U U —́ U |
長靴が惜しいなら

bos’kom razujsja. 
 | U    —́ U | —́    U    |
脱いで裸足になっちゃいな

 ［熊野谷 2002, p.220］

　

基
本
的
に
は
踊
り
歌
の
韻
律
と
同
じ
だ
が
、
二
行
目
と
四
行
目
で
は

三
拍
目
と
四
拍
目
の
強
弱
を
逆
転
さ
せ
、
し
か
も
そ
こ
に
は
一
音
節
ず
つ

を
配
し
て
い
る
。
前
後
の
踊
り
歌
の
リ
ズ
ム
に
囲
ま
れ
て
そ
こ
だ
け
が
強

く
印
象
的
な
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

同
様
に
音
節
数
を
減
ら
し
て
リ
ズ
ム
を
印
象
付
け
る
手
法
は
、
特
に
踊

り
を
志
向
し
た
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
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 Pljashi,  Matvej,
| U    —́   | U    —́    |
踊れよ、マトヴェイ、

 Ne zhalej   laptej.
| U U —́    | U    —́    |
わらじ惜しむな

 Bat'ka novye spletjot,
| —́ U —́ U | U U —́    |
父ちゃんがまた編むだろう

 Bosikom ne poveljot.
| U U —́ U | U U —́    |
はだしのままにはしとかない

 ［熊野谷 2002, p.219］

前
半
二
行
で
は
裏
拍
が
音
節
を
失
い
、
一
行
が
四
～
五
音
節
し
か
な
い
。

こ
れ
は
二
・
四
拍
め
の
強
い
踊
り
歌
の
リ
ズ
ム
を
更
に
極
端
に
し
た
も
の

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、歌
前
半
の
音
節
が
少
な
い
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー

シ
カ
は
多
く
あ
り
、
歌
詞
の
内
容
は
特
に
「
踊
り
」
に
言
及
し
た
も
の
が

多
い
。
踊
り
歌
の
リ
ズ
ム
を
更
に
進
化
さ
せ
、
テ
ン
ポ
の
速
い
新
し
い
踊

り
に
適
合
さ
せ
た
歌
で
あ
る
と
言
え
る
。

二
〇
世
紀
の
農
村
で
各
種
の
踊
り
の
伴
奏
と
し
て
使
わ
れ
た
歌
は
伝
統

的
な
踊
り
歌
で
は
な
く
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
だ
っ
た
が
、そ
の
基
礎
と
な
っ

た
の
は
伝
統
的
な
踊
り
歌
の
韻
律
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
そ

れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
新
時
代
の
踊
り
歌
と
し
て
機
能
し
た
の
だ
と

言
え
る
。

揶
揄
す
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
婚
礼
で
の
口
上

踊
り
の
場
で
は
、
踊
り
を
テ
ー
マ
と
し
た
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
だ
け
が
歌

わ
れ
た
わ
け
で
は
い
。
多
く
の
人
を
前
に
し
て
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
し

ば
し
ば
友
達
や
恋
人
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
を
笑
い
と
ば
す
手
段
と
な
っ
た
。

 A devki stojat tri kopejki
 U | —́ U —́ U | —́ U—́ U |
女の子の値段は３カペイカ

    A rebjata  stojat rup’
     | U  U —́ U | —́ U —́    |
男の子は１ルーブル

     Как nadumajut zhenit’sja
    | U  U —́ U | U  U —́  U |
結婚しようなんて思う奴は

    Trjohkopeechnyh berut.
     | U  U —́ U | U  U —́   |
３カペイカの買い物さ

 ［熊野谷 2002, p.217］

娘
た
ち
を
か
ら
か
い
、
男
た
ち
を
笑
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
が
笑
い
の
標

的
に
な
っ
た
。
踊
り
の
場
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
ガ
ル
モ
ニ
奏
者
で
さ
え

「
ガ
ル
モ
ニ
ス
ト
は
／
台
所
の
お
玉
と
同
じ
／
も
し
ガ
ル
モ
ニ
が
な
か
っ
た

ら
／
人
前
に
も
出
ら
れ
な
い
」［
熊
野
谷2002, p.219

］
な
ど
と
か
ら
か
わ

れ
る
。
こ
う
い
っ
た
か
ら
か
い
の
言
葉
は
、
伝
統
的
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で

は
特
に
婚
礼
で
、
花
婿
の
付
添
人
が
花
嫁
の
家
に
入
る
な
り
述
べ
立
て
る

口
上
に
類
似
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
付
添
人
の
口
上
と
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
八
九
七
年
に
バ
ロ
フ
が

指
摘
し
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
起
源
は
口
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

さ
え
言
っ
て
い
る
。［Балов, 1897, р.104

］ 



160

婚礼での花婿付添人の口上
 （採録 1858 年）
きれいなお嬢さんたち
ピローグの名人さん
ブリヌィの壊し屋さん
スメタナの目利きさん
婚礼に来るのは仕事じゃないはず
婚礼をのぞくのは仕事じゃないはず
きみたちの仕事は、倉庫にもぐり
スメタナさらってまるめて焼いて
できたお菓子を柵の下に埋めて
男の子たちにご馳走すること。

若奥さんたち、
婚礼に来るのは仕事じゃないはず
婚礼をのぞくのは仕事じゃないはず
きみたちの仕事は家にいて
縄をなって
倉庫に行って
わらをひと束取って来て
やわらかいベッドを作って
だんなとぐっすり眠ること…
 ［НЛП. p.278］

こ
の
口
上
は
こ
の
あ
と
、「
お
婆
さ
ん
た
ち
、
あ
ん
た
の
仕
事
は
嫁
い

び
り
を
す
る
こ
と
」「
小
さ
な
子
供
た
ち
、
鼻
水
を
た
ら
す
な
よ
」
と
続

く
。
付
添
人
の
口
上
は
半
ば
決
ま
り
文
句
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
な
い
が
、
即

興
的
に
そ
の
場
に
い
る
人
を
か
ら
か
い
、
笑
い
を
誘
う
と
い
う
機
能
に
お

い
て
、
踊
り
の
場
で
歌
わ
れ
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
酷
似
し
て
い
る
。

「
ち
ぐ
は
ぐ
歌
」
と
「
嘘
っ
ぱ
ち
歌
」

踊
り
の
伴
奏
と
な
る
陽
気
な
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
中
で
も
、
独
特
な

雰
囲
気
を
持
つ
の
が
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
し

ば
し
ば
「
ち
ぐ
は
ぐ
歌
（neskladuha

）」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
意
味
の
な

さ
自
体
が
ユ
ー
モ
ア
に
な
っ
て
い
る
。

 Vy poslushajte, rebjata,
| U U —́ U | U U —́ U |
みんな、聞いて

Neskladuhu budu pet’:
| U U —́ U | U U —́   |
ちぐはぐ歌だよ

Shuba rvana, drankoj kryta,
| —́ U —́ U |—́ U —́ U |
外套ビリビリ、板でつぎあて

Po lesu bezhit medved’
| —́ U U U | —́ U —  ́  |
森を走ってるのは熊

 ［Лебедев, 2010, №.125］

こ
の
種
の
笑
い
は
古
い
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
資
料
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
次

の
例
は
、
ロ
シ
ア
で
最
も
古
い
叙
事
詩
集
と
し
て
有
名
な
『
キ
ル
シ
ャ
・

ダ
ニ
ー
ロ
フ
の
蒐
集
せ
る
歌
集
』（
初
版
は
一
八
〇
四
年
）
に
あ
る
「
嘘
っ

ぱ
ち
歌
（nebylica

）」
の
ひ
と
つ
だ
が
、
採
録
さ
れ
た
の
は
一
八
世
紀
半

ば
の
ウ
ラ
ル
地
方
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

３
）。

青い海のまんなかに
にょきにょき伸びた、かしわの木
その木のこずえに白毛の豚が
じぶんの巣をこしらえた
かしわの木に巣をこしらえた
そこで子豚を産んだとさ
しろくろ子豚にしましま子豚
子豚たちは木から逃げたとさ
お水にもぐってみたいから
野原を走ってみたいから
お空を飛んでみたいから

（中略）
空の高みを飛んでいるのは
外套着こんだめす馬と
なんとびっくり、熊さんが
茶色の牝牛をワシづかみ！

 ［Кирша, 2000, №27］
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短
詩
型
歌
謡
の
「
ち
ぐ
は
ぐ
歌
」
と
比
較
的
長
い
「
嘘
っ
ぱ
ち
歌
」
の

関
係
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
が
、
発
想
と
表
現
法
の
類
似
は
明
ら
か
で

あ
る
。
古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
い
た
「
嘘
っ
ぱ
ち
歌
」
の
断
片
が
「
ち
ぐ
は

ぐ
歌
」
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

踊
り
の
場
で
歌
わ
れ
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
、
機
能
も
テ
ー
マ
も
多

岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
そ
の
基
本
的
な
韻
律
は
踊
り
歌
か
ら
引
き
継
い
だ

も
の
で
、
こ
の
安
定
し
た
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
多
様
な
内
容
の
歌
が
考
え
出

さ
れ
、
歌
わ
れ
て
き
た
。
踊
り
に
特
化
し
た
歌
で
は
更
に
進
化
し
た
リ
ズ

ム
構
成
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

４　

道
歩
き
の
伴
奏
と
し
て
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ

道
歩
き
と
は
、
ネ
フ
ス
キ
ー
の
記
事
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
を
集
め
つ

つ
ガ
ル
モ
ニ
や
バ
ラ
ラ
イ
カ
弾
き
を
中
心
に
集
団
で
歌
い
歩
く
こ
と
で
、

村
内
の
道
を
歩
く
こ
と
も
あ
れ
ば
祭
日
に
皆
で
他
村
へ
出
か
け
て
行
く
こ

と
も
あ
っ
た
。
歌
は
し
ば
し
ば
音
頭
取
り
が
先
行
し
て
歌
い
、
そ
れ
を
集

団
が
繰
り
返
し
た
り
、
知
っ
て
い
る
歌
な
ら
続
き
を
歌
っ
た
り
し
た
。
こ

の
ジ
ャ
ン
ル
で
特
に
特
徴
的
な
の
は
、
男
性
が
自
分
の
こ
と
を
歌
う
歌
と
、

新
兵
を
送
る
時
に
歌
わ
れ
る
特
殊
な
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
あ
る
。

自
分
や
仲
間
を
歌
う
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
「
盗
賊
の
歌
」

道
歩
き
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
。

（言葉で）
Po derevne hozhu, laju,
俺は村中歩いて吠えて、

Vsej derevne nadoel.
村中に嫌われた

 Po derevne hozhu, laju,
| U U —́ U | U U —́ U |
俺は村中歩いて吠えて、

Vsej derevne nadoel.
| —́ U —́ U | U U —́   |
村中に嫌われた

（歌で）
Vsja derevnja Bogu moli-
| —́ U —́ U | —́ U —́ U |
村じゅう神様に祈ってる、

 tsja,/Skorej by okolel.
| U U —́ U | U  U —́   |
早くくたばっちまえって

Vsja derevnja Bogu molitsja,
村じゅう神様に祈ってる

Skorej by okolel.
早くくたばっちまえって…
 ［Юноки-Оиэ, 2004, р.76.］

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
し
て
は
長
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
音
頭

取
り
の
言
葉
と
集
団
で
の
反
復
を
全
て
記
録
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
道

歩
き
の
歌
は
踊
り
の
歌
よ
り
は
ゆ
っ
く
り
歌
わ
れ
、
男
の
子
が
自
分
の
不

良
行
為
や
い
た
ず
ら
を
吹
聴
し
た
り
、
失
敗
談
を
語
る
内
容
が
特
徴
的
で

あ
る
。
こ
う
し
た
男
性
の
歌
は
、
伝
統
的
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
中
で
は
「
盗

賊
の
歌
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
。

「盗賊の歌」（初版は 1894 年）

うちの村はいい村だ、
だけど道は泥んこだ
　　ホーホ！オーホーホ！
　　だけど道は泥んこだ
うちの奴らはいい奴ら、
だけど噂は最悪だ
　　ホーホ！オーホーホ！
　　だけど噂は最悪だ
泥棒だって言いやがる
盗賊だって言いやがる
　　ホーホ！オーホーホ！
　　盗賊だって言いやがる
泥棒ちがう、ペテン師ちがう、
盗賊ちがうぞ、俺たちは
　　ホーホ！オーホーホ！
　　盗賊ちがうぞ、俺たちは！
俺たちゃ皇帝陛下の民
俺たちゃ漁師だぞ
　　ホーホ！オーホーホ！
　　俺たちゃ漁師だぞ .........
 ［НЛП. p.423］
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こ
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
か
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報
は
な

い
が
、
二
行
お
き
に
リ
フ
レ
イ
ン
が
入
り
、
前
の
行
を
繰
り
返
し
て
い
る

こ
と
や
、
主
語
が
「
俺
た
ち
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
道
歩
き
の

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
同
様
、
集
団
で
リ
フ
レ
イ
ン
を
繰
り
返
し
な
が
ら

歌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
内
容
は
、
漁
師
だ
っ
た
自
分
達
が

チ
ョ
ウ
ザ
メ
を
獲
っ
た
ら
逮
捕
さ
れ
、
一
週
間
の
拘
留
で
済
む
は
ず
が
ま

る
一
年
牢
に
繋
が
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
自
分

と
そ
の
属
す
る
集
団
の
行
為
と
運
命
を
語
っ
て
い
る
点
に
も
、
こ
の
種

の
歌
と
道
歩
き
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
の
共
通
性
の
高
さ
が
見
て
と

れ
る
。

新
兵
送
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
「
兵
士
の
歌
」

徴
兵
制
の
ロ
シ
ア
・
ソ
連
で
は
、
青
年
が
兵
役
に
就
く
こ
と
が
き
ま
る

と
、
彼
は
出
発
ま
で
の
数
日
間
を
親
戚
や
友
達
と
会
っ
て
過
ご
し
た
。
友

達
は
新
兵
を
弾
き
手
の
横
に
立
た
せ
て
そ
の
周
り
を
囲
み
、
出
発
当
日
も

同
様
に
駅
ま
で
の
道
を
送
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
数
日
間
で
特
に
歌
わ
れ
た

の
が
「
新
兵
送
り
」
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
、
徴
兵
検
査
や
新
兵
の
出

発
、
兵
士
の
暮
ら
し
な
ど
を
歌
っ
て
い
る
。

Oj,zaprjagaj-ka, bat’ka, trojku,
  U | U  U  —́ U  | —́ U  —́ U |
父さん、トロイカに馬をつけて

   Vo serjodku – vorona
   | U  U —́  U  | U  U  —́   |
真ん中には黒馬を

A otvezi-ka,. bat’ka, v armi-
 U | U  U  —́ U  | —́ U  —́ U  |
父さん、軍隊に出してくれ

  ju / Poslednego synka
     | U  U —́ U  | U  U  —́    |
末の息子を

 ［熊野谷 2002, p.217］

一
九
世
紀
以
前
に
新
兵
を
送
り
出
す
際
に
ど
の
よ
う
な
歌
が
歌
わ
れ

て
い
た
の
か
、
そ
の
現
場
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報
は
な
い
。
し
か
し
残

さ
れ
た
歌
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
最
も
近
い
特
徴
を

持
っ
て
い
る
の
は
「
兵
士
の
歌
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
歌
で
あ
る
。
右
に

挙
げ
た
歌
に
も
見
ら
れ
る
末
息
子
が
兵
隊
に
出
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
や
、
徴

兵
検
査
に
通
っ
て
頭
を
剃
ら
れ
る
場
面
、
恋
人
に
別
れ
を
告
げ
る
場
面
な

ど
は
、
両
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
た
だ
、「
兵
士

の
歌
」
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
ふ
つ
う
一
定
の
長
さ
が
あ
り
、
ス
ト
ー

リ
ー
を
持
つ
。

　

豊
か
な
百
姓
が
お
り
ま
し
た
／
良
い
息
子
が
三
人
お
り
ま
し
た
／
あ

る
日
突
然
不
幸
の
知
ら
せ
／
兵
隊
に
一
人
出
し
な
さ
い
！
／
長
男
を
出
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す
の
は
か
わ
い
そ
う
／
次
男
は
行
き
た
く
な
い
と
言
う
／
末
の
息
子
を

出
し
た
ら
ど
う
か
？
／
末
の
息
子
は
泣
き
出
し
た
／
「
実
の
息
子
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
」
／
そ
こ
で
父
親
言
い
ま
し
た
／
「
か
わ
い
い
私
の
息

子
た
ち
／
緑
な
す
庭
へ
出
て
い
っ
て
／
そ
こ
で
く
じ
を
作
り
な
さ
い
。

／
そ
う
し
て
く
じ
を
投
げ
な
さ
い
！
」
／
当
た
っ
た
長
男
そ
れ
は
悲
し

み
／
若
い
妻
は
声
を
あ
げ
て
泣
く
／
小
さ
な
子
ら
は
わ
め
き
だ
す
／
末

の
息
子
が
言
い
ま
し
た
／
「
兄
さ
ん
、
泣
か
な
く
て
い
い
か
ら
／
僕
が

代
わ
り
に
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
」

 

［Н
Л

П
.  p.440

］

こ
れ
に
対
し
て
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
語
る
徴
兵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
感
情
表
現
は
断
片
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
新
兵

を
送
っ
て
集
う
場
面
で
は
い
く
つ
も
の
歌
が
続
け
て
歌
わ
れ
た
は
ず
で
あ

り
、
そ
れ
は
踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
織
り
な
す
の
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
雰
囲
気
の
空
間
を
作
り
出
し
た
だ
ろ
う
。
新
兵
送
り
の
チ
ャ
ス

ト
ゥ
ー
シ
カ
演
奏
の
全
体
像
は
、
こ
の
儀
礼
じ
た
い
に
関
す
る
詳
細
な
検

討
を
必
要
と
し
て
い
る
。

５　

歌
そ
の
も
の
を
聞
か
せ
あ
う
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
常
に
踊
り
や
道
歩
き
と
い
っ
た
大
き
な
動
作

を
と
も
な
っ
て
公
の
場
で
歌
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
章
で
見
た
ス

ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
な
ど
は
、
仕
事
や
踊
り
の
合
間
に
、
一
人
か
ら
数
人
で
、

座
っ
た
状
態
、
あ
る
い
は
立
っ
た
状
態
で
女
性
た
ち
が
互
い
に
歌
い
交

わ
し
た
も
の
だ
。
男
性
も
ま
た
、
宴
席
や
男
ば
か
り
の
場
で
は
、
あ
ま
り

大
っ
ぴ
ら
に
は
歌
え
な
い
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
興
じ
た
。
こ
う
し
た
、

大
き
な
身
体
動
作
を
伴
わ
ず
、
数
人
が
お
互
い
に
歌
詞
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
自

体
を
楽
し
む
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
は
、
恋
愛
を
歌
う
も
の
や
密
か
な
笑

い
の
歌
が
あ
り
、
ま
た
婚
礼
の
中
に
有
機
的
に
取
り
込
ま
れ
た
一
連
の
歌

が
観
察
さ
れ
る
。

恋
の
苦
し
み
を
歌
う
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
恋
愛
抒
情
歌

若
者
の
歌
で
あ
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
恋

愛
を
歌
っ
た
も
の
が
非
常
に
多
い
。
恋
愛
歌
で
も
陽
気
な
内
容
と
踊
り
歌

の
リ
ズ
ム
を
も
つ
も
の
は
踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
分
類
さ
れ
る
が
、

ス
ト
ラ
ダ
ー
ニ
エ
の
よ
う
に
悲
恋
や
慕
情
を
切
々
と
歌
う
歌
は
、
何
か
の

伴
奏
と
し
て
で
は
な
く
、
歌
そ
の
も
の
を
聴
か
せ
あ
う
た
め
に
歌
わ
れ
た
。

A rechka Tojmushka pod zimu-
U| —́ U —́ U | U U —́ U |
冬が来てトイマ川は

shku /Pod ljod skryvalasja./ Da
 | U U —́ U | —́ U U U |
氷の下に隠れちゃったの

tjazhelo bylo serdechku  
 | U U —́ U | U U —́ U |
私の心は重かった

S milym rasstavalasja/
 | —́ U U U | —́ U U   |
彼とさよならしちゃったの

 ［熊野谷 2002, p.184］
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こ
の
歌
は
北
部
ロ
シ
ア
で
採
録
さ
れ
た
も
の
で
、
第
一
章
で
見
た
ス
ト

ラ
ダ
ー
ニ
エ
と
は
違
い
一
行
七
～
八
音
節
を
持
つ
。
だ
が
そ
の
歌
わ
れ
方
を

見
る
と
、
詩
行
が
韻
律
的
に
は
二
行
に
ま
た
が
っ
た
り
（
一・二・三
行
目
）、

行
末
が
静
か
な
印
象
を
与
え
る
強
弱
弱
で
あ
っ
た
り
（
二・
四
行
末
）
と
、

踊
り
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
は
異
な
る
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
前
半
が
後
半
の
比
喩
的
な
心
象
風
景
と
な
る
な
ど
、
抒
情
歌

的
な
手
法
を
多
用
し
て
い
る
の
も
恋
を
歌
う
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
（
ス
ト

ラ
ダ
ー
ニ
エ
）
の
特
徴
で
あ
る
。
次
の
古
い
恋
愛
抒
情
歌
を
見
て
み
る
と
、

そ
の
一
部
が
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
な
っ
て
も
ま
っ
た
く
違
和
感
が
な
い
。

Ja po berezhku hodila,
私は岸辺を歩いてた

Ja po krutomu guljala,
切り立つ崖を歩いてた

Na gorjuch kamen’ prolomila,
燃える石を踏んで

Cherevichek prolomila
靴に穴をあけちゃった

Belchulochek obmochila.
白靴下を濡らしちゃった

Ja na milogo vzgljanula,
私は彼を見て

Tjazheleshen’ko vzdohnula:
重くため息をついた

“Ah ty, milen’kij druzhok,
「ねえ、いとしいあなた

Ne gljadi, drug, na menja,
私を見ないで

Ne pojdu ja za tebja!”
あなたにお嫁には行けないわ」
........
 ［НРП. p.124］

静
止
し
た
状
態
で
歌
わ
れ
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
最
大
の
割
合
を
占

め
る
の
は
こ
う
し
た
恋
愛
抒
情
歌
的
な
歌
だ
が
、
よ
り
直
接
的
に
伝
統
的

な
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
の
機
能
を
引
き
継
い
だ
の
が
結
婚
に
関
す
る
一

連
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
あ
る
。

結
婚
を
嘆
く
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
婚
礼
歌

ロ
シ
ア
の
伝
統
的
な
婚
礼
で
は
、
結
婚
が
決
ま
っ
て
か
ら
結
婚
式
で
教
会

へ
行
く
ま
で
の
間
、
花
嫁
は
泣
き
続
け
た
。
結
婚
を
自
分
の
意
思
で
決
め
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
る
が
、
た
と
え
そ
の
結
婚
が
本
人
の
希
望
で
あ
っ

て
も
、
式
を
あ
げ
る
前
の
花
嫁
は
泣
く
も
の
と
さ
れ
、
花
嫁
の
友
人
た
ち
は
、

実
家
と
の
別
れ
や
若
さ
の
喪
失
、
嫁
ぎ
先
で
の
苦
労
な
ど
を
花
嫁
に
歌
い
か
け

て
彼
女
を
「
泣
か
せ
た
」
の
で
あ
る
。
花
嫁
自
身
も
叙
唱
と
号
泣
か
ら
成
る

「
泣
き
歌
」
に
よ
っ
て
娘
時
代
と
決
別
す
る
辛
さ
を
歌
い
あ
げ
た（

４
）。

筆
者
が
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
行
っ
た
ア
ル
ハ
ン
ゲ

リ
ス
ク
州
の
調
査
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
し
ば
ら
く
は
婚
礼
で
花
嫁

を
泣
か
せ
る
儀
礼
が
続
き
、
そ
の
際
、
伝
統
的
な
婚
礼
歌
の
代
わ
り
に
歌

わ
れ
た
の
が
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た（

５
）。

二
例
を
あ
げ
よ
う
。

―Zadushevnaja podruga,
「こころの友よ、

Rasskazhi, kakaja zhizn’.
（結婚）生活はどう？」

―Zadushevnaja, za drolechkoj
「こころの友よ、好きな人と

Zhivi, ne toropis’.
一緒に暮らして、急がずに」

 ［熊野谷 2002, p.228］
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Ne hodite, devki, zamuzh
娘さんたち、お嫁に行くな

S muzhikom-to nado spat’.
野郎と寝なきゃならないよ

Da neznakomuju starushku
赤の他人のばあさんを

Nado mamen’koj nazvat’.
母さんて呼ばなきゃならないよ

 ［熊野谷 2002, p.208］

　

筆
者
の
調
査
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
採
録
地
で
古

い
婚
礼
歌
を
聴
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
既
刊
資
料
に
こ
れ
と
よ
く

似
た
婚
礼
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
結

婚
を
控
え
た
女
性
の
問
い
に
既
婚
女
性
が
答
え
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
婚

礼
歌
で
、
結
婚
が
決
ま
っ
て
か
ら
式
ま
で
の
間
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「大好きなおばさん、
　教えてちょうだい
　どうやって別れたのか
　実のお父さんと
　食べさせてくれた母さんと？ 
　…（以下家族の列挙が続く）」

「教えましょう、愛しい子
　別れるのは辛かったわ
　別れたのは不幸だったわ
　一人ぼっちは辛かったわ！ 
　…（以下実家の思い出が続く）
　辛いものよ、愛しい子
　知らない土地で暮らすのは
　他人の中で暮らすのは
　『お義父さま』って呼ばされて
　『お義母さま』って呼ばされて
　義理の兄弟姉妹には
　敬語で話さなきゃいけなくて
　…（ 以下姑に強いられる苦労話が

続く）」
 ［НЛП. p.246］

二
〇
世
紀
の
ソ
連
各
地
の
農
村
で
は
、
こ
う
し
た
、
結
婚
生
活
に
関

す
る
暗
い
予
兆
を
婚
礼
で
歌
っ
て
花
嫁
を
泣
か
せ
る
と
い
う
習
慣
が
生
き

て
い
た
。
し
か
し
花
嫁
や
泣
き
女
が
歌
う
大
仰
な
泣
き
歌
や
友
達
が
歌
う

悲
し
げ
な
民
謡
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
婚
礼
で
は
既
に
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
花
嫁
を
泣
か
せ
る
手
段
と
し
て
歌
わ
れ
て
い

た
の
が
例
に
あ
げ
た
よ
う
な
婚
礼
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
婚
礼
歌
の
機
能
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
発
展
し
、

独
特
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
た
過
程
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

密
か
な
笑
い
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ

踊
り
や
道
歩
き
を
伴
わ
ず
、
歌
詞
そ
の
も
の
を
楽
し
む
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー

シ
カ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
も
う
一
つ
特
筆
す
べ
き
は
、
艶
笑
と
風
刺
の

歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
は
つ
き
も
の
だ
が
、
帝
政
ロ

シ
ア
で
も
ソ
連
で
も
、　

テ
キ
ス
ト
は
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
も
と
も
と
特
に
艶
笑
と
風
刺
に
満
ち
て
い
る
こ
と

で
知
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
出
版
の
自
由
化
に
よ
っ
て
資
料
も
刊

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
資
料
も
従
来
の
諸
ジ
ャ
ン
ル

と
は
け
た
違
い
の
豊
富
さ
を
誇
る
。
一
九
九
九
年
に
は
『
ヴ
ォ
ル
コ
フ
蒐

集
に
よ
る
秘
め
ら
れ
た
ロ
シ
ア
・
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
集
』［В

олков, 
1999

］
に
よ
っ
て
、
採
録
者
が
前
線
や
病
院
と
い
っ
た
男
社
会
の
中
で
密

か
に
書
き
留
め
て
き
た
膨
大
な
歌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

艶
笑
で
も
陽
気
な
笑
い
や
ほ
の
め
か
し
に
よ
る
も
の
、
風
刺
で
も
危
険

性
の
少
な
い
も
の
は
、
踊
り
や
道
歩
き
の
際
に
大
っ
ぴ
ら
に
歌
わ
れ
た
。



166

し
か
し
卑
猥
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
歌
や
危
険
な
政
治
風
刺
は
、

や
は
り
こ
っ
そ
り
と
狭
い
範
囲
で
歌
い
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例

え
ば

Ja milashechku ne eb – 
俺はあの娘をやっちまわずに

Pizdu na shapochku bereg.
アソコに帽子をのせといた

Eb tovarishch za menja – 
友達が俺の代わりにやっちまい

Propala shapochka moja.
俺の帽子はどこへやら

 ［Волков, 1999,I, p.89］

A pjatiletka-pjatiletka 
５カ年計画、５カ年計画、

Pjatiletka – gorja
５カ年計画は悲しいよ

A mnogo lesu narubili, 
沢山の木材を切りすぎて

Otpustili v morja. 
海に流しちゃった

 ［熊野谷 2002, p.227］

ロ
シ
ア
語
は
卑
猥
語
の
「
豊
富
さ
」
を
誇
る
言
語
で
あ
り
、
右
に
あ
げ

た
歌
も
、
ロ
シ
ア
語
原
詩
で
は
動
詞
・
名
詞
と
も
に
そ
の
も
の
ず
ば
り
の

卑
猥
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
す
が
に
こ
う
し
た
歌
は
女
性
や
大
勢
の
人

間
の
前
で
は
歌
い
に
く
く
、
も
っ
ぱ
ら
男
だ
け
か
ご
く
内
輪
の
席
で
歌
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
現
在
で
は
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
言
え
ば

こ
う
し
た
卑
猥
語
満
載
の
歌
を
想
起
す
る
人
が
多
く
、
本
稿
で
述
べ
て
き

た
よ
う
な
二
〇
世
紀
ロ
シ
ア
農
村
で
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
演
奏
の
様
子
は

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

一
方
の
五
か
年
計
画
の
歌
は
、
北
ド
ヴ
ィ
ナ
川
中
流
域
で
ノ
ル
マ
に

従
っ
て
木
材
の
切
り
出
し
を
行
い
、
丸
太
を
下
流
の
製
材
所
へ
向
け
て

流
し
た
と
こ
ろ
、
河
口
の
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
で
引
き
揚
げ
が
追
い
付
か

ず
、
み
す
み
す
大
量
の
木
材
を
海
へ
流
し
て
し
ま
っ
た
…
と
い
う
事
実
を

歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
に
直
結
し
た
体
制
批
判
は
ソ
連
時

代
に
は
も
ち
ろ
ん
危
険
な
も
の
で
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
歌
う
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
を
は
じ
め
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
各
ジ
ャ
ン

ル
に
は
、
常
に
こ
う
し
た
「
裏
」
の
語
り
が
あ
る
。
従
来
の
ジ
ャ
ン
ル
で

は
記
録
を
残
さ
な
い
ま
ま
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た

め
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
逆
に
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
よ

う
な
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
分
析
を
通
し
て
、
古
い
ジ
ャ
ン
ル
の
「
裏
」
に

迫
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

結
論　

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
機
能
抱
合
力

一
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
「
新
し
い
」
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
あ
る
チ
ャ

ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
は
、
踊
り
の
場
で
も
、
道
歩
き
の
場
で
も
、
一
人
か
ら
数
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人
の
親
密
な
場
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
ジ
ャ
ン
ル
が

果
た
し
て
き
た
機
能
を
担
い
、
そ
の
特
徴
を
基
礎
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。

そ
れ
は
一
見
、
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
古
い
ジ
ャ
ン
ル
を
押
し
の
け
駆
逐

し
て
き
た
よ
う
に
も
見
え
る
わ
け
だ
が
、
逆
に
、
口
頭
伝
承
で
は
維
持
し

き
れ
な
く
な
っ
た
複
雑
で
長
い
旧
来
の
ジ
ャ
ン
ル
の
機
能
と
特
徴
を
シ
ン

プ
ル
な
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
が
抱
合
し
、
存
続
さ
せ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。

こ
う
し
た
「
機
能
抱
合
」
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
第
一
に
チ
ャ
ス

ト
ゥ
ー
シ
カ
の
短
く
簡
単
な
詩
型
で
あ
っ
た
。
新
し
い
歌
を
覚
え
る
こ

と
、
自
ら
新
作
を
作
る
こ
と
が
そ
う
難
し
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
チ
ャ
ス

ト
ゥ
ー
シ
カ
は
次
々
に
新
た
な
内
容
を
取
り
込
ん
で
生
産
さ
れ
た
。
第
二

の
要
因
は
、
短
い
歌
を
次
々
に
別
の
人
が
歌
う
と
い
う
演
奏
形
式
に
あ
っ

た
。
元
歌
を
変
形
し
た
り
定
型
的
な
表
現
を
用
い
た
り
し
な
が
ら
歌
を
つ

な
げ
て
い
く
面
白
さ
、
対
話
が
形
成
さ
れ
る
妙
が
、
関
連
す
る
歌
の
グ

ル
ー
プ
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
高
い
生
産
性
は
、
演
奏
の

場
の
活
発
さ
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
農
村
の
過
疎
化
が
進
ん
だ

戦
後
、
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
を
歌
う
場

そ
の
も
の
が
消
滅
し
、
伝
承
も
各
地
で
途
絶
え
て
い
る
。
現
代
の
ロ
シ
ア

で
一
般
に
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
言
え
ば
卑
猥
語
満
載
の
歌
が
想
起
さ
れ

る
の
も
、
そ
れ
が
踊
り
や
道
歩
き
、
あ
る
い
は
婚
礼
と
い
っ
た
「
場
」
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
宴
席
な
ど
で
生
き
残
っ
た
結
果
な
の
で

あ
る
。

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
の
場
と
機
能
と
し
て
本
稿
で
検
討
で
き
な
か
っ
た

の
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
で
の
放
送
、
舞
台
や
学
校

の
発
表
会
と
い
っ
た
公
の
場
で
の
発
表
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ

ト
を
使
っ
た
歌
詞
や
演
奏
の
公
開
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
二
〇
世
紀
前
半
の
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
最
盛

期
を
中
心
に
、
新
興
の
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
旧
来
の
口
承
文
芸
の
機
能
を
取

り
こ
み
な
が
ら
発
達
し
た
様
子
を
観
察
し
、
短
詩
型
歌
謡
が
持
つ
機
能
抱

合
力
の
一
例
を
示
し
た
。

注（
１
） 

本
稿
で
は
、
ロ
シ
ア
語
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
翻
字
表
に
基
づ
き
ラ
テ
ン
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
す
る
。

（
２
） 

チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
に
関
す
る
既
刊
資
料
と
、
詩
・
音
楽
・
身
体

動
作
の
関
係
に
つ
い
て
は
［
熊
野
谷2012

］
を
参
照
。

（
３
） 

日
本
語
で
は
［
熊
野
谷2001

］
が
紹
介
し
て
い
る
。

（
４
） 

ロ
シ
ア
の
結
婚
儀
礼
に
関
し
て
は
［
伊
賀
上2013

］
が
詳
し
い
。

（
５
） 

北
ロ
シ
ア
に
お
け
る
チ
ャ
ス
ト
ゥ
ー
シ
カ
と
伝
統
的
結
婚
儀
礼
の

関
係
に
つ
い
て
は
［
熊
野
谷1997

］
を
参
照
。
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