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◆ キーワード　語りもの／『御領分神社仏閣縁起』／讃岐里神楽／下蚊屋荒神神楽／梅若塚

口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念

　
　
│
菅
江
真
澄
の
「
古
神
社
縁
起
」
を
導
入
に
代
え
て
│

星 

野　

岳 

義

一　

は
じ
め
に

口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念
に
つ
き
、
菅
江
真
澄
の
「
古
神
社
縁
起
」

を
振
り
出
し
に
し
な
が
ら
、
究
明
し
て
み
る
。
本
稿
で
は
、「
語
り
も
の
」

な
る
術
語
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
幸
若
舞
と
か
説
教
浄
瑠
璃
と
か
上
方
落

語
と
か
の
よ
う
に
、
話
術
を
専
ら
と
す
る
伝
統
芸
能
、
と
す
る
の
が
通
常

の
解
釈
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
田
安
次
論
文
は
、
能
楽
に
も
人
形
浄
瑠

璃
に
も
歌
舞
伎
に
も
、
語
り
も
の
が
大
き
な
役
割
を
務
め
て
い
る
、
と
指

摘
し
て
い
る
（
１
）。

ま
た
、
星
野
岳
義
論
文
は
、
語
り
も
の
の
詞
章
と
、
採
物

神
楽
の
詞
章
と
が
、
素
材
を
共
有
し
て
い
る
と
主
張
し
た
（
２
）。

し
て
み
る
と
、

語
り
も
の
を
厳
密
に
定
義
す
る
の
は
困
難
と
な
る
が
、
通
常
の
解
釈
の
ほ

か
に
、
こ
れ
と
交
渉
を
有
す
る
詞
章
全
般
を
、
包
括
す
る
も
の
と
捉
え
た

い
。
以
下
に
研
究
の
、
動
機
と
目
的
と
方
法
を
述
べ
て
み
る
。

ま
ず
、
動
機
を
述
べ
る
。
菅
江
真
澄
『
つ
ゆ
の
塵
束
』
は
、
文
書
の
抜

き
書
き
で
あ
っ
て
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
一
一
巻
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

『
つ
ゆ
の
塵
束
』
に
は
「
古
神
社
縁
起
」
と
い
う
、
文
意
未
詳
の
文
書
が
筆

写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
『
御
領
分
神
社
仏
閣
縁
起
』
の
異
本
で
あ
る
こ

と
は
、
近
年
な
っ
て
志
立
正
知
が
解
明
し
た
（
３
）。

た
し
か
に
、
藤
原
庫
治
本

『
御
領
分
神
社
仏
閣
縁
起
』
と
比
較
す
る
と
（
４
）、寺

社
を
羅
列
し
た
「
書
上
げ
」

の
箇
所
、
安
倍
合
戦
を
描
写
し
た
「
安
倍
合
戦
之
次
第
」
の
箇
所
、
草
分

氏
の
由
緒
を
説
い
た
箇
所
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
古
神
社
縁
起
」
と
合
致
し

て
い
る
。
菅
江
真
澄
は
「
古
神
社
縁
起
」
に
対
し
て
、「
…
…
い
と
は
か
な

げ
に
か
き
な
し
た
れ
ど
…
…
（
５
）」

と
懐
疑
的
に
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
最

晩
年
の
地
誌
『
月
の
出
羽
路
』
仙
北
郡
で
は
頻
繁
に
引
用
し
た
（
６
）。

こ
の
直

前
に
脱
稿
し
た
、『
雪
の
出
羽
路
』
平
鹿
郡
に
は
、「
古
神
社
縁
起
」
の
引

用
が
低
調
な
こ
と
か
ら
、『
月
の
出
羽
路
』
仙
北
郡
の
起
稿
後
に
、
菅
江
真

澄
の
心
境
に
変
化
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
目
的
を
述
べ
る
。「
古
神
社
縁
起
」
が
、
寺
社
の
略
縁
起
と
も
、

語
り
も
の
の
詞
章
本
と
も
、
草
分
氏
の
由
緒
書
と
も
、
捉
え
う
る
代
物
で

あ
る
こ
と
は
既
記
を
み
た
。
こ
の
「
古
神
社
縁
起
」
か
ら
、
在
地
の
伝
承

を
取
り
込
ん
で
い
る
と
か
、
語
り
も
の
を
記
録
化
し
て
い
る
と
か
、
と
い
っ
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た
特
徴
が
看
取
で
き
る
な
ら
ば
、
口
承
文
芸
研
究
に
益
す
る
と
こ
ろ
大
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
口
承
文
芸
の
態
様
が
ど
の
よ
う
で
あ
り
、

態
様
間
の
移
行
は
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
態
様
の
観
念
は
ど
の
よ
う
で
あ
る

か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
た
い
。
従
来
は
、
芸
能
の
詞
章
は
芸
能
研
究
か

ら
、
在
地
の
伝
説
は
伝
説
研
究
か
ら
、
記
録
は
歴
史
民
俗
学
か
ら
、
と
別

個
に
取
り
組
ま
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
、「
古
神
社
縁
起
」
を
は

じ
め
、
各
領
域
の
境
界
に
あ
る
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
態
様

の
因
果
関
係
を
模
索
し
う
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
方
法
を
述
べ
る
。
構
成
は
、「
は
じ
め
に
」「
結
果
」「
考
察
」

「
お
わ
り
に
」
の
四
部
と
す
る
。
結
果
で
は
、
口
承
文
芸
の
態
様
に
取
り
組

む
う
え
で
、
示
唆
に
富
む
事
例
を
、
三
点
ほ
ど
紹
介
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

菅
江
真
澄
の
「
古
神
社
縁
起
」、
讃
岐
里
神
楽
と
下
蚊
屋
荒
神
神
楽
、
梅
若

丸
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
考
察
で
は
、
芸
能
の
詞
章
、
在

地
の
伝
説
、
記
録
か
ら
な
る
、
三
態
様
に
つ
き
探
究
す
る
。
な
お
、
本
稿

の
主
題
は
新
し
い
も
の
で
な
い
か
ら
、
関
連
す
る
先
行
研
究
は
無
数
に
あ

る
。
た
と
え
ば
、
柳
田
国
男
に
は
「
東
北
文
学
の
研
究
」
が
、
折
口
信
夫

に
は
「
日
本
文
学
の
唱
導
的
発
生
」
が
、
中
山
太
郎
に
は
「
日
本
盲
人
史

の
一
節
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
紹
介
す
る
事
例
の
、
直
接
の
先

行
研
究
で
は
な
い
の
で
、「
研
究
史
」
の
章
は
割
愛
し
た
。

二　

結
果

二
―
一　

菅
江
真
澄
の
「
古
神
社
縁
起
」

結
果
に
さ
い
し
て
、
さ
い
し
ょ
に
、『
つ
ゆ
の
塵
束
』
所
収
の
「
古
神
社

縁
起
」
を
取
り
上
げ
る
。「
古
神
社
縁
起
」
の
異
本
に
当
た
る
、『
御
領
分

神
社
仏
閣
縁
起
』
を
奥
浄
瑠
璃
と
位
置
づ
け
た
の
は
、
阿
部
幹
男
で
あ
っ

た
。
阿
部
幹
男
に
よ
る
と
、「
書
上
げ
」
は
国
掛
祭
文
に
当
た
り
（
７
）、「

安
倍

合
戦
之
次
第
」
は
古
浄
瑠
璃
正
本
『
八
幡
太
郎
義
家
』
と
共
通
す
る
と
い

う（
８
）。

い
っ
ぽ
う
志
立
正
知
は
、「
安
倍
合
戦
之
次
第
」
が
、
奥
浄
瑠
璃
と
し

て
語
ら
れ
て
い
た
か
確
認
で
き
て
い
な
い
（
９
）、

と
し
て
奥
浄
瑠
璃
説
に
慎
重

な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
古
神
社
縁
起
」
の
成
立
事
情
に
つ
い

て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
ま
ち
ま
ち
で
、
か
つ
状
況
証
拠
を
凌
駕

す
る
資
料
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
私
見
を
交
え
な
が
ら
、
本
稿
に
お
け
る
論
点
を
確
定
し
た
い
。

第
一
に
、「
古
神
社
縁
起
」
の
成
立
事
情
に
関
し
て
。
い
く
さ
語
り
が
秋
田

県
大
館
市
雪
沢
に
あ
る
と
い
う
報
告
や
）
10
（

、
奥
浄
瑠
璃
に
正
本
が
な
い
と
い

う
学
説
は
）
11
（

、
参
酌
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
古
神
社
縁

起
」
が
語
り
も
の
の
詞
章
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
成
立
事
情
を
立

証
す
る
の
は
困
難
と
な
ろ
う
。
第
二
に
、「
書
上
げ
」
に
関
し
て
。
寺
社
の

羅
列
は
、
源
為
憲
『
口
遊
』
や
後
白
河
法
皇
撰
『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
み
え

る
の
で
、
宗
教
性
の
薄
ま
っ
た
物
尽
く
し
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
第
三
に
、

「
安
倍
合
戦
之
次
第
」
に
関
し
て
。
こ
れ
に
対
す
る
先
行
研
究
は
、
い
く
さ

語
り
と
い
う
側
面
に
傾
注
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
側
面
に

も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
具
体
例
と
し
て
、
渡
し
守
に
よ
る
熊

野
参
詣
を
、「
古
神
社
縁
起
」
か
ら
引
用
し
た
い
。

そ
れ
扨
置
爰
に
又
山
田
矢
走
の
渡
守
太
荒
次
郎
と
申
者
あ
り
、
熊
野
山

参
詣
の
折
か
ら
、
紀
の
国
那
智
の
御
山
に
て
俄
に
出
来
た
り
、
日
天
昼
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は
真
ン
の
や
み
に
な
り
に
け
り
、
十
五
六
の
童
子
出
来
り
、
○
○
浄
土
の

其
次
に
竜
宮
の
乙
姫
の
宝
物
は
花
咲
の
ち
や
う
ち
ん
一
尺
二
寸
の
う
し

四
寸
四
方
の
表
を
と
か
り
候
は
ゞ
、
義
家
の
御
代
に
な
る
べ
し
と
光
を

放
て
う
せ
に
け
り
。
乙
姫
の
前
に
集
り
、
右
の
品
々
申
上
け
れ
ば
、
放

べ
き
と
は
思
は
ね
ど
も
、
熊
野
参
り
の
し
ゆ
し
や
う
さ
に
、
四
代
年
季

を
切
て
貸
り
給
ふ
。
其
ち
や
う
ち
ん
御
持
参
し
て
、
東
を
さ
し
て
出
け

れ
ば
仙
北
平
鹿
郡
に
出
に
け
り
、
横
手
蛇
の
崎
橋
へ
あ
が
り
け
る
）
12
（

。

「
○
○
浄
土
」
の
箇
所
を
、『
御
領
分
神
社
仏
閣
縁
起
』
の
異
本
で
あ
る
、

秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
『
社
寺
縁
起
』
と
比
較
す
る
と
、「
…
…
い
な
り
ち

や
う
と
の
そ
の
つ
ぎ
に
、
り
う
ぐ
う
ぢ
や
う
と
の
お
と
ひ
め
の
…
…）

13
（

」
と

あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
渡
し
守
に
よ
る
浄
土
巡
り
な
の
で
あ
っ
て
、
つ

ま
り
御
伽
草
子
の
な
か
の
異
界
遍
歴
に
相
当
し
よ
う
。
渡
し
守
が
帰
還
し

た
の
は
、
秋
田
県
横
手
市
四
日
町
の
蛇
の
崎
橋
で
、
こ
の
橋
は
水
蛇
伝
承

や
源
義
家
伝
承
と
い
っ
た）

14
（

、
口
承
文
芸
の
稠
密
な
場
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、「
古
神
社
縁
起
」
に
は
、「
…
…
御
台
公
連
宗
任
と
も
に
光
福

寺
の
淵
に
し
ず
ミ
…
…）

15
（

」
と
の
一
節
が
あ
る
。
秋
田
県
大
仙
市
花
館
の
洪

福
寺
淵
も
、
怪
魚
伝
承
）
16
（

や
沈
鐘
伝
承
）
17
（

と
い
っ
た
、
口
承
文
芸
の
稠
密
な
場

所
で
あ
っ
た
。
鶴
岡
市
立
図
書
館
所
蔵
『
奥
羽
軍
談
』
に
は
、

潜
此
渕
に
入
、
数
刻
を
経
て
浮
上
り
、
畏
て
申
上
け
る
ハ
、
渕
底
に
一

壇
あ
り
。
其
下
に
大
き
成
る
穴
有
。
夫
ヲ
潜
行
に
水
な
く
、
金
銀
を
鏤

た
る
屋
形
有
。
其
中
に
入
見
候
得
バ
、
床
に
鉄
炮
立
置
。
側
に
僧
一
人

居
、
汝
何
者
ぞ
。
早
疾
帰
れ
と
被
申
候
）
18
（

。

と
み
え
、
水
中
異
界
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。
以
上
か
ら
、「
古
神
社
縁
起
」

の
担
い
手
は
、
在
地
の
伝
説
を
管
掌
し
て
い
て
、
か
つ
中
世
物
語
を
継
承

し
て
い
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、「
古
神
社
縁
起
」
に
は
現
れ
な
い
が
、

安
倍
貞
任
に
は
、
目
の
見
え
な
い
兄
が
い
た
と
い
う
）
19
（

。
目
の
見
え
な
い
僧

侶
が
、
目
の
見
え
な
い
登
場
人
物
の
物
語
を
、
自
己
の
身
上
を
重
ね
合
わ

せ
つ
つ
語
っ
た
ら
し
い
と
は
、
お
月
お
星
の
昔
話
や
）
20
（

、
平
景
清
の
伝
説
と

か
ら）

21
（

看
取
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
―
二　

讃
岐
里
神
楽
と
下
蚊
屋
荒
神
神
楽

結
果
に
さ
い
し
て
、
つ
ぎ
に
、
芸
能
の
詞
章
を
取
り
上
げ
る
。
お
よ
そ

採
物
神
楽
に
は
、
身
体
表
現
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
身
体
を
動

か
さ
ず
、
話
術
に
専
念
す
る
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
香
川
県
の
採
物

神
楽
で
あ
る
讃
岐
里
神
楽
に
は
、「
島
」「
島
渡
り
」「
島
栄
え
」
な
ど
と
い

う
演
目
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ソ
タ
ケ
ル
ノ
ミ

コ
ト
、
ま
た
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
と
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
に
よ

る
掛
け
合
い
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
渡
海
す
る
物
語
で
、
内
容
に
教
義
を

織
り
交
ぜ
る
ほ
か
は
、
緩
急
自
在
の
話
術
を
主
体
と
し
て
い
る
。

民
俗
芸
能
研
究
は
、
定
型
の
詞
章
の
文
字
起
こ
し
に
は
拘
泥
す
る
わ
り

に
、
こ
の
よ
う
な
不
定
型
の
詞
章
の
文
字
起
こ
し
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
に
、
香
川
県
坂
出
市
府
中
町
の
天

満
神
社
で
実
施
さ
れ
た
、「
島
渡
り
」
を
俎
上
に
載
せ
た
い
。
午
後
九
時
五
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分
か
ら
の
三
四
分
間
の
う
ち
、
冒
頭
の
九
分
間
を
収
録
す
る
。
壮
年
男
子

の
二
人
舞
で
、
扮
装
は
着
面
に
、
狩
衣
、
差
袴
、
白
足
袋
の
素
足
。
掛
け

合
い
の
最
中
は
、
両
手
で
握
っ
た
杖
を
、
と
き
お
り
マ
イ
タ
に
突
き
な
が

ら
、
神
楽
場
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
な
お
、
天
満
神
社
神
楽
の
概
要

に
つ
い
て
は
、
星
野
岳
義
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い）

22
（

。

イ
ソ　
イ
ヤ
ー
、
こ
ん
ば
ん
は
。

ス
サ　

 

あ
ら
ら
、
イ
ソ
タ
ケ
ル
。
こ
ん
な
夜
更
け
に
ど
う
し
た
ん
で
ご
ざ

ん
す
か
。

イ
ソ　
イ
ヤ
ー
、
今
日
、
冷
え
よ
る
な
。

ス
サ　
寒
い
な
。

イ
ソ　
こ
な
い
だ
ま
で
、
汗
ダ
ラ
ダ
ラ
や
っ
た
の
に
な
。

ス
サ　
昨
日
の
晩
ま
で
、
暑
か
っ
た
の
に
な
。

イ
ソ　
暑
か
っ
た
の
に
。
い
き
な
り
、
ど
う
し
た
ん
だ
、
こ
れ
。

ス
サ　
も
う
、
さ
っ
さ
と
渡
ろ
う
。
寒
い
。

イ
ソ　
あ
そ
こ
の
灯
が
恋
し
く
な
る
。

ス
サ　
ホ
ン
ト
に
な
。

イ
ソ　
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
、
ど
う
し
た
ん
で
ご
ざ
ん
す
か
。

ス
サ　

 

今
日
で
ご
ざ
ん
す
か
。
い
つ
も
の
よ
う
に
な
、
一
人
旅
に
行
こ
う

か
い
な
と
思
っ
て
。

イ
ソ　
一
人
旅
と
は
、
そ
れ
は
ま
た
寂
し
い
。

ス
サ　
一
緒
に
行
き
ま
す
か
。

イ
ソ　
も
う
、
是
非
と
も
、
一
緒
に
。

ス
サ　
お
金
、
持
っ
と
う
な
。

イ
ソ　

 

お
金
は
持
っ
て
な
い
で
ご
ざ
ん
す
。
も
う
、
祭
り
で
お
金
は
散
在

し
て
。
蛸
焼
き
や
綿
菓
子
や
買
い
置
き
し
た
も
ん
で
な
。

ス
サ　

 

現
金
無
か
っ
て
も
、
今
は
カ
ー
ド
が
あ
っ
た
ら
構
わ
ん
で
。
カ
ー

ド
も
持
っ
と
ら
ん
の
。

イ
ソ　
持
っ
て
な
い
。
ス
ッ
カ
ラ
カ
ン
じ
ゃ
、
ス
ッ
テ
ン
テ
ン
じ
ゃ
。

ス
サ　
あ
っ
、
そ
う
な
。
ど
う
し
よ
う
か
。

イ
ソ　

 「
ど
う
し
よ
う
か
」
と
言
わ
れ
て
も
困
り
ま
す
な
、
こ
っ
ち
は
。

え
ぇ
、
え
ぇ
。
こ
っ
ち
が
聞
き
た
い
、
ど
な
い
し
た
ら
え
ぇ
ん
で

ご
ざ
い
ま
す
か
。

ス
サ　
そ
し
た
ら
な
、
ま
あ
な
、
ひ
と
つ
歌
を
覚
え
て
行
か
ん
。

イ
ソ　

 

歌
？　

あ
ー
、
何
か
毎
年
、
こ
こ
で
教
え
て
も
ら
い
よ
る
よ
う
な

気
が
、
何
か
す
る
な
ぁ
。

ス
サ　
気
ィ
だ
け
す
る
？

イ
ソ　
え
ぇ
、
気
ィ
だ
け
す
る
。

ス
サ　
あ
ぁ
、
そ
う
な
。
ま
ぁ
、
教
え
る
人
が
毎
回
変
わ
る
け
な
。

イ
ソ　

 

何
か
な
ぁ
、
や
や
こ
し
げ
な
歌
を
教
え
て
く
れ
る
ん
や
け
ど
、
ま

と
も
に
、
覚
え
た
試
し
が
な
い
ん
や
。

ス
サ　
西
山
脳
外
科
、
行
き
ま
い
よ
。

イ
ソ　
も
う
、
ボ
チ
ボ
チ
行
か
な
イ
カ
ン
か
も
分
か
ら
ん
な
、
こ
れ
。

ス
サ　
早
い
う
ち
が
え
ぇ
で
。

イ
ソ　
も
う
、
ホ
ン
マ
に
も
う
。
さ
っ
き
、
や
っ
た
こ
と
忘
れ
る
。

ス
サ　
あ
っ
、
そ
う
な
。
そ
れ
、
だ
い
ぶ
重
症
や
。
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イ
ソ　
あ
ぁ
、
何
し
に
来
た
ん
か
い
な
、
と
思
う
て
な
。

ス
サ　
私
、
ま
だ
、
そ
こ
ま
で
行
っ
と
ら
ん
。

イ
ソ　

 
あ
っ
、
そ
う
な
。
私
の
お
父
さ
ん
や
の
に
？　

お
元
気
で
何
よ
り

で
す
な
ぁ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
顔
色
が
あ
ん
ま
り
よ
う
な
い
で
す

わ
ね
。

ス
サ　
酒
、
呑
み
過
ぎ
て
の
。
肝
臓
が
悪
そ
う
な
の
。

イ
ソ　
そ
れ
は
、
気
ィ
つ
け
な
イ
カ
ン
。

ス
サ　
肝
臓
悪
う
て
も
、
頭
の
方
は
大
丈
夫
な
の
。

イ
ソ　
あ
っ
、
ほ
う
な
。
と
こ
ろ
で
、
何
の
話
や
っ
た
ん
？

ス
サ　
あ
ぁ
、
歌
を
覚
え
て
頂
き
た
い
。

イ
ソ　
歌
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？

ス
サ　

 

あ
の
な
、
神
様
の
お
徳
を
お
讃
え
す
る
、
ミ
ソ
ヒ
ト
モ
ン
ジ
の
歌

で
ご
ざ
ん
す
。

イ
ソ　

 

え
っ
？　

神
様
の
お
徳
利
を
お
叩
き
し
て
、
味
噌
一
盛
り
で
一
杯

や
る
歌
？

ス
サ　

 

そ
れ
、
ど
ん
な
歌
な
ん
？　

神
様
の
お
徳
利
を
お
叩
き
し
た
ら
、

割
れ
て
し
ま
う
ね
。
そ
っ
か
ら
漏
れ
て
き
た
お
神
酒
さ
ん
で
、
味

噌
を
舐
め
な
が
ら
一
杯
や
る
ん
？

イ
ソ　
そ
う
で
ご
ざ
ん
す
。

ス
サ　
そ
れ
、
全
然
違
う
よ
。

イ
ソ　
ま
た
、
え
ぇ
歌
や
と
思
い
よ
っ
た
ん
や
け
ど
、
違
う
ん
？

ス
サ　

 

神
様
の
お
徳
利
を
お
叩
き
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
な
、
神
様
の
お
徳

を
お
讃
え
す
る
。

イ
ソ　
お
徳
を
お
讃
え
す
る
。
そ
れ
、
ど
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
？

ス
サ　

 

神
様
が
行
な
っ
て
き
た
、
い
ろ
ん
な
行
為
が
ご
ざ
い
ま
す
、
業
績

が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
な
、
い
ま
の
こ
の
な
大
和
の
国
、

非
常
に
安
ら
か
に
住
み
良
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
業
績

を
お
讃
え
す
る
。
お
叩
き
す
る
ん
チ
ャ
ウ
、
お
讃
え
す
る
、
お
褒

め
申
し
上
げ
る
。

イ
ソ　

 

そ
う
で
ご
ざ
ん
す
か
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
失
礼
な
こ
と
を
言
っ

て
し
ま
っ
た
。

ス
サ　

 

味
噌
一
盛
り
チ
ャ
ウ
、
ミ
ソ
ヒ
ト
モ
ジ
。
サ
ン
ジ
ュ
ウ
イ
チ
モ
ン

ジ
な
。
ミ
ソ
│
│
。

イ
ソ　
ほ
う
、
ほ
う
、
ほ
う
、
ほ
う
。

ス
サ　

 

漢
数
字
で
三
十
と
書
い
て
、
ミ
ソ
な
。
プ
ラ
ス
、
ヒ
ト
モ
ン
ジ
。

そ
れ
で
サ
ン
ジ
ュ
ウ
イ
チ
モ
ン
ジ
。

イ
ソ　
ヒ
ト
モ
ン
ジ
だ
と
│
│
。
命
！

ス
サ　

 

違
う
！　

も
う
、
ア
ン
タ
。
さ
っ
き
か
ら
、
膝
が
痛
い
よ
う
の
に
、

そ
ん
な
こ
と
し
よ
る
と
、
よ
け
い
笑
い
よ
る
が
の
。

イ
ソ　
も
う
、
階
段
も
踏
み
か
ね
る
ん
。
困
る
な
。

ス
サ　
ま
ぁ
、
命
は
な
。
大
事
な
も
の
じ
ゃ
、
大
切
に
せ
な
い
か
ん
で
。

イ
ソ　
左
様
で
ご
ざ
ん
す
な
。
で
、
何
で
ご
ざ
ん
し
た
か
？

ス
サ　

 
神
様
の
お
徳
を
お
讃
え
す
る
な
、
ミ
ソ
ヒ
ト
モ
ン
ジ
の
歌
は
ご
存

知
で
す
か
と
、
こ
う
訊
ね
て
な
。

イ
ソ　

 

さ
っ
き
か
ら
、
物
忘
れ
が
悪
う
て
な
。
ひ
と
つ
も
覚
え
ら
れ
な
く

て
な
。
こ
れ
ち
ょ
っ
と
、
覚
え
ら
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
が
。
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ス
サ　

 

じ
ゃ
あ
な
、
細
切
れ
で
お
教
え
し
ま
す
。
私
に
つ
い
て
く
る
と
い

い
。
行
き
ま
っ
せ
。
御
注
連
引
く
│
│
。

イ
ソ　
御
注
連
引
く
│
│
。

ス
サ　
こ
こ
も
高
天
原
な
れ
ば
│
│
。

イ
ソ　
こ
こ
も
高
天
原
な
れ
ば
│
│
。

ス
サ　
集
ま
り
給
え
四
方
の
神
々
。

イ
ソ　
集
ま
り
給
え
親
芋
子
芋
。

ス
サ　
最
後
は
、
ち
ょ
っ
と
チ
ャ
ウ
。

イ
ソ　
違
う
か
っ
た
？　

完
璧
や
と
思
っ
た
の
で
す
が
な
ぁ
。

ス
サ　

 

集
ま
り
給
え
な
│
│
。
親
芋
子
芋
、
こ
こ
に
あ
る
が
ね
。
葉
っ
ぱ

の
付
い
た
ん
が
。

イ
ソ　

 

こ
れ
、
あ
の
、
あ
れ
│
│
。
あ
の
ー
、
あ
れ
だ
よ
。
何
す
る
ん
や
っ

た
ん
か
も
忘
れ
て
。
え
ー
っ
と
。

ス
サ　
煮
染
め
？

イ
ソ　
煮
染
め
。
も
う
ホ
ン
マ
、
西
山
脳
外
科
、
行
か
な
ア
カ
ン
な
。

ス
サ　
最
後
、
チ
ャ
ウ
で
。

イ
ソ　
最
後
だ
け
な
。

ス
サ　
集
ま
り
給
え
な
、
も
う
一
回
言
う
て
っ
と
、
四
方
の
神
々
。

イ
ソ　
四
方
の
神
々
。

ス
サ　
左
様
、
左
様
。

イ
ソ　
左
様
、
左
様
。

ス
サ　
「
左
様
、
左
様
」
は
違
う
。

イ
ソ　
「
左
様
、
左
様
」
は
違
う
？

ス
サ　
「
左
様
、
左
様
」
言
う
た
ら
字
余
り
や
。

イ
ソ　
ほ
ん
な
ら
、
も
う
こ
れ
で
行
け
る
？

ス
サ　
行
け
ん
。
意
味
、
知
ら
ん
だ
ろ
。

イ
ソ　
覚
え
た
り
も
せ
ん
の
に
、
意
味
は
知
ら
ん
│
│
。

ス
サ　

 

あ
っ
、
そ
う
な
ん
？　

ま
だ
、
覚
え
て
な
い
ん
の
？　

ま
ぁ
な
、

意
味
を
説
明
し
な
が
ら
言
う
た
ら
、
覚
え
る
か
も
分
か
ら
ん
。「
御

注
連
引
く
」
言
う
た
ら
な
、
こ
の
注
連
縄
の
こ
と
。
こ
う
ず
っ
と
、

き
れ
い
な
注
連
縄
張
っ
て
あ
る
な
。「
御
注
連
縄
引
く
」
注
連
縄
引

く
こ
と
に
よ
っ
て
な
、「
こ
こ
も
高
天
原
な
れ
ば
」
こ
の
注
連
縄
の

結
界
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
の
神
楽
場
が
な
、
高
天
原
の

神
様
が
お
住
ま
い
に
な
る
よ
う
な
、
清
浄
潔
白
の
場
所
に
な
っ
て

ご
ざ
い
ま
す
よ
と
。
し
た
が
っ
て
、「
集
ま
り
給
え
」
集
ま
っ
て
来

て
く
だ
さ
い
な
、
四
方
八
方
の
神
々
さ
ん
と
。

イ
ソ　

 

ほ
ー
、
な
る
ほ
ど
。
そ
り
ゃ
、
ま
た
、
あ
り
が
た
い
歌
で
ご
ざ
ん

す
な
。

ス
サ　
お
分
か
り
い
た
だ
い
た
？

イ
ソ　
え
ぇ
、
え
ぇ
。

ス
サ　
ホ
ン
マ
に
？

イ
ソ　

 

分
か
り
ま
し
た
で
。
だ
け
ど
、
あ
の
注
連
縄
の
外
に
も
、
よ
う
け

人
が
お
り
ま
す
け
ど
、
あ
の
人
は
穢
れ
と
ん
の
？

ス
サ　
こ
こ
の
場
所
が
清
ら
か
な
の
！

イ
ソ　
左
様
で
ご
ざ
ん
す
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
は
│
│
。

ス
サ　

 

み
な
さ
ん
は
、
き
ち
ん
と
手
水
を
取
っ
て
な
、
き
ち
ん
と
お
祓
い
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を
受
け
て
お
る
か
ら
な
。
そ
ん
な
、
穢
れ
と
る
と
言
う
た
ら
、
失

礼
極
ま
り
な
い
。

イ
ソ　
そ
れ
は
、
そ
れ
は
│
│
。

ス
サ　
ア
ン
タ
の
方
が
、
穢
れ
と
る
！

イ
ソ　

 

も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
か
も
分
か
ら
ん
。
ち
ょ
っ
と
お
祓
い
し
て

も
ら
わ
な
、
い
か
ん
か
も
な
ぁ
。

ス
サ　
あ
の
な
、
一
万
円
位
、
包
ん
で
行
き
ま
い
。

イ
ソ　
そ
り
ゃ
、
持
っ
て
な
い
が
│
│
。

ス
サ　

 

持
っ
と
ら
ん
の
？　

タ
ダ
で
は
し
て
く
れ
ん
で
、
い
く
ら
な
ん
で

も
。
こ
こ
の
宮
司
さ
ん
も
、
タ
ダ
で
は
し
て
く
れ
ん
わ
。

イ
ソ　
そ
う
じ
ゃ
ろ
う
な
。

ス
サ　
た
ぶ
ん
、
ツ
ケ
も
効
か
ん
。

イ
ソ　
お
供
え
モ
ン
、
そ
ん
だ
ら
、
持
っ
て
行
こ
う
か
。

ス
サ　
お
供
え
モ
ン
？　

お
酒
が
好
き
だ
か
ら
。

イ
ソ　
お
酒
は
、
実
は
帰
っ
た
ら
、
よ
う
け
あ
る
ん
じ
ゃ
。

ス
サ　
た
ぶ
ん
、「
久
保
田
」
じ
ゃ
な
い
と
、
い
か
ん
よ
。

イ
ソ　
そ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
か
も
、
分
か
ら
ん
。

ス
サ　

 

あ
っ
、
そ
う
か
。
ま
、
何
で
も
え
ぇ
わ
。
こ
れ
な
、
歌
も
覚
え
て

も
ろ
う
た
？

イ
ソ　
覚
え
ま
し
た
。

ス
サ　
意
味
も
取
り
敢
え
ず
、
覚
え
て
も
ろ
う
た
？

イ
ソ　
理
解
し
ま
し
た
。

ス
サ　
で
な
、
ア
ン
タ
。
今
日
、
ど
こ
行
く
な
っ
て
、
訊
い
と
ら
ん
が
の
？

イ
ソ　

 

そ
れ
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
。
ま
さ
か
、
城
山
温
泉
行
く
ん
で
は
な
い

わ
な
？

ス
サ　
ち
ょ
っ
と
、
近
過
ぎ
る
。
今
か
ら
行
っ
た
ら
、
閉
ま
っ
と
る
わ
。

文
字
起
こ
し
は
、
録
音
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
第
一
と
し
た
が
、
相

槌
を
省
略
し
た
り
、
語
尾
を
復
元
し
た
り
し
た
。
な
お
、
文
字
だ
け
で

は
、
理
解
し
が
た
い
部
分
を
補
足
し
て
お
く
。
イ
ソ
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
、

「
命
！
」
と
言
う
さ
い
に
は
、
お
笑
い
芸
人
の
一
発
芸
で
あ
る
人
文
字
を
披

露
し
て
い
る
。
イ
ソ
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
、「
注
連
縄
の
外
に
も
、
よ
う
け

人
が
お
り
ま
す
け
ど
」
と
い
う
人
は
、
観
客
を
意
味
す
る
。
ス
サ
ノ
オ
ノ

ミ
コ
ト
が
、「
親
芋
子
芋
、
こ
こ
に
あ
る
が
ね
」
と
言
う
の
は
、
饌
供
の
な

か
に
芋
を
発
見
し
て
の
こ
と
。

讃
岐
里
神
楽
「
島
渡
り
」
の
よ
う
な
、
即
興
の
掛
け
合
い
に
は
、
ご
当

地
の
事
物
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
自
由
闊
達
な
展
開
が
把
握
で
き
る
。
こ

れ
が
、
讃
岐
里
神
楽
だ
け
の
傾
向
で
な
い
の
は
、
他
地
域
の
採
物
神
楽
を

瞥
見
す
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
鳥
取
県
日
野
郡
江

府
町
下
蚊
屋
の
下
蚊
屋
荒
神
神
楽
が
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
日
に
六
年

振
り
に
、
下
蚊
屋
集
落
で
実
施
し
た
さ
い
の
模
様
を
報
告
す
る
。
な
お
、

下
蚊
屋
荒
神
神
楽
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
星
野
岳
義
論
文
を
参
照
さ
れ

た
い）

23
（

。

マ
ツ　

 

な
ん
と
ま
ぁ
、
下
蚊
屋
で
な
、
醤
蝦
の
悪
戯
す
る
け
ん
。
お
前
行
っ

て
酒
造
っ
て
こ
い
、
っ
て
言
わ
れ
て
の
う
。
ほ
ん
で
ま
ぁ
、
何
ぞ
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あ
の
、
久
し
振
り
に
、
五
年
振
り
位
だ
ろ
う
か
の
。

太
鼓　
五
、六
年
な
ん
の
。

マ
ツ　

 
五
、六
年
振
り
か
い
の
。
ま
ぁ
、
そ
い
で
、
何
ぞ
土
産
で
も
買
っ
て

い
か
ね
ば
い
け
ん
。

太
鼓　
飴
焼
き
焼
い
と
か
い
け
ん
な
。

マ
ツ　

 

う
ん
、
清
水
羊
羹
で
も
買
お
う
か
と
思
っ
た
の
。
つ
い
つ
い
、
忙

し
く
な
っ
て
な
。

こ
れ
は
、「
八
重
垣
能
」
つ
ま
り
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
の
う
ち
、
午
後

八
時
四
〇
分
頃
の
掛
け
合
い
で
あ
る
。
下
蚊
屋
荒
神
神
楽
は
、
依
頼
を
受

け
て
各
地
で
上
演
す
る
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
が
乱
暴
を
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
上
演
場
所
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
マ
ツ
オ
ミ
ョ
ウ

ジ
ン
が
、
出
雲
国
つ
ま
り
島
根
県
を
出
発
し
、
鳥
取
県
の
下
蚊
屋
集
落
に

到
着
し
て
、
酒
造
り
を
す
る
場
面
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
清
水
羊
羹
は
、

鳥
取
県
米
子
市
に
あ
る
銘
菓
を
指
し
て
い
る
。

民
間
の
語
り
も
の
は
、
高
田
瞽
女
に
せ
よ
美
濃
万
歳
に
せ
よ
、
そ
の
多

く
が
衰
頽
し
、
最
盛
期
の
様
子
を
想
像
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
語
り
も
の
の
詞
章
の
残
滓
が
、
採
物
神
楽
な
ど
の
詞
章
に
保
存
さ

れ
て
い
る
と
す
る
と
、
上
掲
の
ご
と
き
自
由
闊
達
な
展
開
が
あ
っ
た
と
類

推
で
き
る
。
当
該
地
域
の
事
物
を
取
り
入
れ
た
り
、
物
語
の
舞
台
を
上
演

場
所
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
伝
説
の
在
地
化
を
考
え
る
う
え
で
も
、
看

過
し
が
た
い
問
題
と
な
ろ
う
。
身
近
な
例
で
い
え
ば
、
地
方
巡
業
を
す
る

歌
手
や
噺
家
が
、
話
の
枕
と
し
て
、
ご
当
地
の
名
所
や
名
物
を
取
り
上
げ

る
の
と
、
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
来
訪
者
た
る
演
者
が
、

在
住
者
た
る
観
客
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
ほ

か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
芸
能
の
詞
章
が
、
在
地
の
伝
説
と
、

同
一
の
主
題
を
共
有
し
う
る
こ
と
は
、
掃
部
長
者
譚
を
挙
げ
る
ま
で
も
な

く
既
知
の
と
こ
ろ
だ
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
他
日
に
論
証
し
た
い
。

二
―
三　

梅
若
丸
の
伝
承

結
果
に
さ
い
し
て
、
さ
い
ご
に
、「
隅
田
川
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
梅

若
丸
を
取
り
上
げ
る
。
観
世
元
雅
の
謡
曲
「
隅
田
川
」
は
、
吉
田
何
某
の

一
子
た
る
梅
若
丸
が
誘
拐
さ
れ
、
そ
の
母
親
が
捜
索
す
る
も
、
す
で
に
梅

若
丸
は
病
没
し
て
い
た）

24
（

、
と
い
う
哀
話
で
あ
る
。
近
世
に
な
る
と
、
近
松

門
左
衛
門
の
人
形
浄
瑠
璃
「
双
生
隅
田
川
」、
初
世
市
川
団
十
郎
の
歌
舞
伎

「
出
世
隅
田
川
」、
曲
亭
馬
琴
の
読
本
『
隅
田
川
梅
柳
新
書
』
な
ど
に
翻
案

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
観
世
元
雅
が
「
隅
田
川
」
を
執
筆
す
る
さ
い
、
こ

の
素
材
と
な
る
伝
説
が
、
在
地
に
先
行
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に

は
正
答
が
な
い
ら
し
い
。

梅
若
丸
に
ま
つ
わ
る
、
在
地
の
伝
承
は
、
東
京
都
墨
田
区
堤
通
二
丁
目

を
は
じ
め
、
埼
玉
県
春
日
部
市
梅
田
）
25
（

や
福
島
県
西
白
河
郡
泉
崎
村
太
田
川）

26
（

に
あ
る
。
し
か
し
、
堤
通
二
丁
目
の
梅
若
塚
に
し
て
も
、
中
世
に
存
在
し

た
と
い
う
証
言
も
あ
れ
ば）

27
（

、
近
世
に
創
出
し
た
と
い
う
証
言
も
あ
っ
て）

28
（

、

判
然
と
し
な
い
。
大
橋
方
長
『
荏
土
図
説
』
三
は
、
梅
若
塚
を
相
撲
取
り

の
墓
で
あ
る
と
し
、
梅
若
丸
を
架
空
人
物
と
す
る
説
を
転
載
し
て
い
る
。
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又
或
書
ニ
云
、
梅
若
と
い
へ
る
は
、
台
廟
御
代
ニ
梅
若
大
夫
と
業
平
と

て
、
二
人
の
力
者
相
撲
の
勝
負
有
。
時
に
梅
若
大
夫
抛
殺
さ
る
、
業
平

も
強
く
当
ら
れ
ほ
と
な
く
死
す
。
夫
よ
り
処
の
者
、
梅
若
を
爰
に
葬
、

塚
を
築
き
、
業
平
ハ
牛
島
に
葬
り
、
業
平
塚
と
云
へ
る
を
、
い
つ
の
頃

よ
り
か
ヘ
イ
を
ヒ
ラ
と
よ
ミ
て
、
業
平
天
神
と
号
し
ぬ
。
在
五
中
将
は

孝
﹇
光
孝
カ
﹈光天

皇
御
子
に
て
、
播
州
在
原
に
て
卒
し
玉
ひ
、
関
東
に
廟
処
有
へ

き
い
は
れ
な
し
。
梅
若
丸
と
云
ハ
、
京
家
の
児
の
よ
し
狂
言
に
は
作
れ

り
。
し
か
し
九
百
年
以
前
、
吉
田
少
将
と
云
公
家
な
し）

29
（

。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
在
地
の
伝
説
が
成
立
す
る
に
は
、
謡
曲
「
隅
田
川
」

や
こ
れ
を
翻
案
し
た
作
品
群
と
、
何
ら
か
の
交
渉
あ
っ
た
と
み
る
の
は
穏

当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
梅
若
丸
の
伝
承
に
つ
き
、
徳
江
元
正
論
文
は
梅
若

丸
和
讃
の
）
30
（

、
阪
井
芳
貴
論
文
は
日
吉
山
王
信
仰
の
）
31
（

、
影
響
を
想
定
し
た
。

実
際
、
太
田
川
周
辺
で
梅
若
丸
和
讃
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
は
、
高
塚
明

恵
論
文
が
解
明
し
て
い
る）

32
（

。
も
ち
ろ
ん
、
梅
若
丸
に
ま
つ
わ
る
口
承
文
芸

が
流
布
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
に
つ
き
近
世
に
遡
行
し
て
確
認
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
か
ら
、
そ
の
多
く
は
推
測
の
域
を
出
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
巻
一
四
に
、
以
下
の
ご

と
き
記
述
が
あ
る
の
は
、
留
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

荘
の
北
東
隅
田
川
梅
若
塚
は
、
人
普
く
知
る
所
な
り
。
或
る
筵
席
に
て

人
の
語
し
は
、
四
五
十
年
前
ま
で
は
か
の
塚
あ
る
木
母
寺
辺
の
堤
上
な

ど
、
年
々
梅
若
の
幽
霊
と
て
児
童
の
形
を
往
々
見
る
者
あ
り
し
が
、
今

に
て
は
無
し
と）

33
（

。

梅
若
丸
に
ま
つ
わ
る
、
伝
説
と
も
世
間
話
と
も
つ
か
な
い
口
承
文
芸
が
、

近
世
後
期
に
は
流
布
し
て
い
た
と
把
握
で
き
る
。
畢
竟
す
る
に
、「
隅
田
川
」

が
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
の
ち
に
、
梅
若
丸
に
ま
る
わ
る
口
承
文
芸
が
存
在

し
え
た
と
い
う
、
さ
さ
や
か
な
証
左
と
な
ろ
う
。

以
上
を
整
理
し
て
み
る
。
能
楽
は
、
動
作
な
ど
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
三

人
称
現
在
進
行
形
の
語
り
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
哲
の
指
摘
し
て
き
た

通
り
で
あ
る
。
こ
の
語
り
も
の
と
し
て
の
「
隅
田
川
」
は
、
謡
本
と
い
う

文
字
化
を
経
て
、
か
つ
種
々
の
翻
案
を
介
し
な
が
ら
、
在
地
の
伝
説
に
取

り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

三　

考
察

結
果
を
交
え
な
が
ら
、
口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念
に
つ
い
て
、
探

究
し
て
み
た
い
。
結
果
を
概
観
す
る
と
口
承
文
芸
に
は
、
芸
能
の
詞
章
、

在
地
の
伝
説
、
記
録
か
ら
な
る
、
三
態
様
が
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

各
態
様
の
呼
称
は
便
宜
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
念
を
体
現
し
た
も
の
で
は

な
い
。
芸
能
と
は
い
え
行
事
や
民
謡
を
含
む
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
伝
説
と

は
い
え
昔
話
や
世
間
話
を
含
む
こ
と
も
あ
ろ
う
。
記
録
に
は
、
語
り
も
の

の
詞
章
本
の
ほ
か
に
、
随
筆
や
説
話
集
を
含
め
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
民

俗
芸
能
の
由
緒
を
説
明
す
る
場
合
、
こ
れ
は
媒
体
が
名
木
名
石
で
な
く
構

成
要
素
に
な
る
だ
け
な
の
で）

34
（

、
在
地
の
伝
説
に
分
類
さ
れ
る
。



61

各
態
様
は
、
単
独
に
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
、
相
互
に
影
響
し
合
っ

て
い
て
、
し
か
も
他
の
態
様
に
移
行
し
た
が
る
。
各
態
様
が
、
他
の
態

様
に
移
行
す
る
と
仮
定
し
た
と
き
、
理
論
上
あ
り
う
る
可
能
性
は
六
方

向
で
あ
る
﹇
図
﹈。
こ
こ
で
は
、
結
果
の
事
例
に
即
し
な
が
ら
、
態
様
間

で
移
行
す
る
様
子
を
、
整
理
し
た
い
。「
古
神
社
縁
起
」
は
、
現
状
で
は

記
録
が
残
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
芸
能
の
詞
章
で
あ
っ
た
余
地
が

あ
り
、
そ
の
詞
章
に
は
在
地
の
伝
説
が
窺
え
る
。
採
物
神
楽
の
詞
章
は
、

移
行
す
る
徴
証
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
在
地
の
伝
説
と
無
関
係

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
梅
若
丸
の
伝
承
は
、
能
楽
な
る
語
り
も
の
と

し
て
誕
生
し
、
こ
の
記
録
た
る
謡
本
が
翻
案
さ
れ
て
、
在
地
の
伝
説
に

な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
は
図
式
的
な
説
明
に
過

ぎ
な
い
か
ら
、
現
実
の
口
承
文
芸
は
、
い
っ
そ
う
複
雑
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

他
の
態
様
に
移
行
し
た
が
る
、
と
先
述
し
た
が
、
こ
れ
に
は
相
応
の

動
機
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
結
果
で
確
認
し
た
通
り
、
採

物
神
楽
の
詞
章
に
は
、
当
該
地
域
の
事
物
を
取
り
入
れ
た
り
、
物
語
の

舞
台
を
上
演
場
所
に
し
た
り
と
い
っ
た
、
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
が
施
さ
れ

て
い
る
の
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
近
世
に
流
行
し
た
、
鹿
島
の
事
触
れ

は
、
主
人
の
留
守
に
押
し
掛
け
て
み
た
り)35

(

、
里
人
か
ら
金
銭
を
巻
き
上

げ
て
み
た
り)36

(

し
た
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
前
近
代
に
は
、
疫
病
な

ど
に
起
因
す
る
不
安
感
、
い
う
な
れ
ば
付
け
込
む
隙
が
あ
っ
て
、
こ
の

隙
を
埋
め
る
の
と
引
き
換
え
に
、
伝
説
が
在
地
化
し
た
と
想
定
し
う
る
。

そ
の
想
定
の
範
囲
に
お
い
て
、
民
間
宗
教
者
は
里
人
に
対
し
、
権
力
を

芸能化

芸
能
化

記
録
化

記
録
化在

地
化

在地化

芸能の詞章
□ 例：「隅田川」「八重垣能」など
□  媒体：人間

在地の伝説
□ 例：梅若塚、蛇の崎橋など
□ 媒体：木石

記録
□ 例：『古神社縁起』『甲子夜話』など
□  媒体：紙や CD

口承文芸の基層となる
観念

実体化

実体化

実
体
化

図　

口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念
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有
し
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。
政
治
学
の
古
典
的
学
説
で
は
「
Ａ
が
Ｂ
に

対
し
て
、
Ｂ
が
本
来
や
り
た
く
な
い
何
か
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、

Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
権
力
を
有
す
る
」
わ
け
で
、
こ
れ
は
態
様
間
の
移
行
に

も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
各
態
様
の
開
始
お
よ
び
終
了
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。

終
了
は
単
純
で
、
芸
能
を
演
じ
る
人
間
が
杜
絶
し
、
伝
説
の
寄
る
辺
と
な

る
木
石
が
消
滅
す
れ
ば
、
自
然
に
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
記
録
は
焼
失
で

も
し
な
い
限
り
、
文
意
未
詳
に
な
っ
て
も
厳
存
し
続
け
る
わ
け
で
、「
古
神

社
縁
起
」
は
そ
の
適
例
と
い
え
る
。
終
了
に
比
較
す
る
と
開
始
は
、
説
明

す
る
の
が
容
易
で
な
い
。
口
承
文
芸
の
態
様
と
は
、
こ
れ
を
生
み
出
す
口

承
文
芸
の
観
念
を
、
実
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
断
片
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

口
承
文
芸
の
観
念
と
は
、
そ
の
時
代
そ
の
場
所
を
生
成
す
る
気
風
で
あ
り
、

無
形
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
長
崎
の
惨
状
や
、
東
日

本
大
震
災
の
仙
台
の
混
乱
は
、
記
録
か
ら
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

雰
囲
気
を
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
口
承
文
芸
に
即
す
る
と
、
中
世

物
語
ら
し
い
と
か
、
熊
野
修
験
っ
ぽ
い
と
か
、
と
い
っ
た
直
感
的
な
言
い

回
し
に
な
る
と
考
え
る
。

四　

お
わ
り
に

口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念
に
つ
き
、
菅
江
真
澄
の
「
古
神
社
縁

起
」
を
振
り
出
し
に
し
な
が
ら
、
究
明
し
て
み
た
。
結
果
で
は
、
菅
江
真

澄
の
「
古
神
社
縁
起
」、
讃
岐
里
神
楽
と
下
蚊
屋
荒
神
神
楽
、
梅
若
丸
の
伝

承
を
取
り
上
げ
、
考
察
で
は
、
口
承
文
芸
の
態
様
と
そ
の
観
念
を
提
示
し

た
。
そ
の
各
態
様
で
あ
る
、
詞
章
や
伝
説
や
記
録
と
い
う
の
は
、
口
承
文

芸
が
実
体
化
し
た
、
い
わ
ば
仮
の
姿
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
液
体
な
ら
ば

水
で
あ
り
、
固
体
な
ら
ば
氷
で
あ
り
、
気
体
な
ら
ば
水
蒸
気
で
あ
る
も
の

の
、
本
質
がH

2 O

で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。
吾
人
は
、
水
や
氷
や
水

蒸
気
に
相
当
す
る
、
詞
章
や
伝
説
や
記
録
に
注
意
し
て
し
ま
う
が
、
窮
極

の
目
的
はH

2 O

に
相
当
す
る
観
念
の
解
明
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
す

る
と
、
芸
能
の
詞
章
は
芸
能
研
究
か
ら
、
在
地
の
伝
説
は
伝
説
研
究
か
ら
、

記
録
は
歴
史
民
俗
学
か
ら
、
と
別
個
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
、
大

き
な
乖
離
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
新
た
に
派
生
し
た
論
点
が
あ
る

の
で
、
そ
の
う
ち
一
点
に
触
れ
た
い
。
讃
岐
里
神
楽
「
島
渡
り
」
は
日
本

列
島
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
、
下
蚊
屋
荒
神
神
楽
「
八
重
垣
能
」
は
島
根
県
か

ら
鳥
取
県
へ
、
と
い
う
道
行
き
の
場
面
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に

も
、
道
行
き
を
含
む
芸
能
と
し
て
、
謡
曲
「
放
下
僧
」
と
か
人
形
浄
瑠
璃

「
曽
根
崎
心
中
」
と
か
を
、
容
易
に
想
起
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は

二
〇
一
四
年
に
、
沖
縄
県
名
護
市
で
住
み
込
み
の
勤
務
を
し
、
上
司
や
同

僚
の
理
解
を
得
て
、
豊
年
祭
に
休
暇
を
頂
戴
し
た
。
こ
の
豊
年
祭
で
実
見

し
た
組
踊
り
は
、
九
月
二
日
に
名
護
市
数
久
田
の
「
本
部
大
主
」、
九
月
三

日
に
名
護
市
山
入
端
の
「
万
歳
敵
討
」、
九
月
四
日
に
名
護
市
宮
里
の
「
操

義
伝
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
に
、
道
行
き
の
場
面
が
存
在
し
、
し
か

も
未
見
な
が
ら
組
踊
り
「
久
志
の
若
按
司
」
に
は
、
道
行
き
口
説
な
る
名

場
面
が
あ
る
ら
し
い
）
37
（

。
そ
も
そ
も
、
組
踊
り
「
執
心
鐘
入
」
と
謡
曲
「
道
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成
寺
」
に
は
関
連
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に）

38
（

、
組
踊
り
に
は
古
風
な

性
格
が
垣
間
見
え
る
。
組
踊
り
が
、
い
か
な
る
経
緯
で
、
沖
縄
県
本
島
北

部
地
域
に
分
布
し
て
い
る
の
か
熟
考
を
要
す
る
が
、
と
も
あ
れ
貴
重
で
あ

る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。

芸
能
の
道
行
き
に
、
興
味
深
い
詞
章
の
あ
る
事
実
は
、
た
と
え
ば
伝
説

研
究
に
お
い
て
、
小
栗
判
官
の
通
過
伝
説
）
39
（

を
考
え
る
う
え
で
も
、
無
益
で

な
い
と
信
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
芸
能
の
詞
章
と
、

在
地
の
伝
説
と
に
、
大
き
な
乖
離
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

組
踊
り
の
道
行
き
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
道
行
き
の
本
質
を
理
解
す
る
有

力
な
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
吟
味
す
る
に
は
、
組
踊

り
の
詞
章
に
注
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
か
に
成
立
し
継
承
し
て
き
た
か

を
、
社
会
的
背
景
を
顧
慮
し
な
が
ら
叙
述
し
な
い
と
い
け
な
い
。
現
状
で

は
、
そ
の
準
備
が
筆
者
に
な
く
、
訴
え
る
べ
き
読
者
も
見
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
こ
れ
に
て
擱
筆
す
る
。
た
だ
、
調
査
研
究
に
協
力
を
い
た
だ
い

た
、
秋
田
県
と
香
川
県
と
鳥
取
県
と
沖
縄
県
の
み
な
さ
ん
に
、
深
謝
を
添

え
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
第
三
九
回
大
会
に
て
発

表
し
た
、「
菅
江
真
澄
『
つ
ゆ
の
塵
束
』
所
収
「
古
神
社
縁
起
」
の
論
点
整

理
」
を
、
増
補
し
て
定
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

本
田
安
次
「
民
俗
芸
能
研
究
の
課
題
」『
演
劇
研
究
』
八
号
、

一
九
七
六
年
、
一
四
頁
。

（
2
） 

星
野
岳
義
「
鹿
児
島
県
の
「
将
軍
舞
」」『
鹿
児
島
民
俗
』
一
四
三
号
、

二
〇
一
三
年
、
四
五
頁
。

 

↓
星
野
岳
義
『
口
承
文
芸
と
民
俗
芸
能
』
収
載
、
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
六
年
刊
予
定
。

（
3
） 

志
立
正
知
『〈
歴
史
〉
を
創
っ
た
秋
田
藩
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九

年
、
二
三
九
頁
。

（
4
） 

阿
部
幹
男
『
東
日
本
貞
任
伝
説
の
生
成
史
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
三
五
〇
│
三
八
一
頁
。

（
5
） 

菅
江
真
澄
著
： 

内
田
武
志
、
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
﹇
以

下
、『
全
集
』
と
表
記
﹈』
第
一
一
巻
、
一
九
八
〇
年
、
三
三
五
頁
。

（
6
） 『
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
七
、三
一
〇
頁
。『
全
集
』

第
八
巻
、
一
九
七
九
年
、
二
二
七
頁
。

（
7
） 

阿
部
幹
男
「
論
考
「
御
領
分
神
社
仏
閣
縁
起
」
構
成
と
性
格
」『
伝

承
文
学
研
究
』
三
六
号
、
一
九
八
九
年
、
八
五
頁
。

（
8
） 

阿
部
幹
男
「
論
考
「
御
領
分
神
社
仏
閣
縁
起
」
構
成
と
性
格
」『
伝

承
文
学
研
究
』
三
七
号
、
一
九
八
九
年
、
七
五
頁
。

（
9
） 

志
立
正
知
「「
草
彅
」
伝
承
と
『
月
の
出
羽
路
・
仙
北
郡
』」『
真
澄

学
』
六
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
八
頁
。

（
10
） 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
『
無
形
の
民
俗
文
化
財
記
録
』
第
三
六
集
、

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
、
一
九
九
三
年
、
三
二
頁
。

（
11
） 

小
倉
博
編
『
御
国
浄
瑠
璃
集
』
斎
藤
報
恩
会
、
一
九
三
九
年
、
二
頁
。

（
12
） 『
全
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
八
〇
年
、
三
四
二
頁
。

（
13
） 
著
者
未
詳
『
社
寺
縁
起
』
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
： 

Ａ
Ｈ
一
七
五
│
四
、
成
立
年
未
詳
、
二
五
丁
表
。

（
14
） 『
全
集
』
第
六
巻
、
一
九
七
六
年
、
五
〇
八
頁
。
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（
15
） 『
全
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
八
〇
年
、
三
四
一
頁
。

（
16
） 『
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
七
一
年
、
二
一
六
頁
。

（
17
） 『
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
八
年
、
一
九
一
頁
。

（
18
） 
阿
部
幹
男
「
秋
田
の
伝
説
と
真
澄
」『
真
澄
研
究
』
一
八
号
、

二
〇
一
四
年
、
四
六
頁
。

（
19
） 

星
野
岳
義
「
安
倍
貞
任
ま
た
は
安
倍
宗
任
に
関
す
る
伝
承
」『
社
学

研
論
集
』
一
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
五
頁
。

（
20
） 

平
野
直
「
南
部
昔
話
抄
」『
昔
話
研
究
』
八
号
、
一
九
三
五
年
、
四
五
頁
。

（
21
） 

平
部
嶠
南
『
日
向
地
誌
』
青
潮
社
、
一
九
七
六
年
、
五
一
頁
。

（
22
） 

星
野
岳
義
「
採
物
神
楽
の
語
り
も
の
と
し
て
の
性
質
」『
社
学
研
論

集
』
二
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
四
七
頁
。

（
23
） 

星
野
岳
義
「
採
物
神
楽
の
地
芝
居
と
し
て
の
性
質
」『
伯
耆
文
化
研

究
』
一
六
号
、
二
〇
一
五
年
、
四
九
頁
。

（
24
） 

三
宅
晶
子
『
対
訳
で
た
の
し
む
隅
田
川
』
桧
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、

一
九
頁
。

（
25
） 

春
日
部
市
教
育
委
員
会
編
『
春
日
部
市
史
』
民
俗
編
、
春
日
部
市
、

一
九
九
三
年
、
四
六
三
頁
。

（
26
） 

広
瀬
典
著
： 

田
子
健
吉
編
「
白
川
風
土
記
」『
福
島
県
史
料
集
成
』

第
四
輯
、
福
島
県
史
料
集
成
刊
行
会
、
一
九
五
三
年
、
六
九
三
頁
。

（
27
） 

万
里
集
九
「
梅
花
無
尽
蔵
」『
続
群
書
類
従
』
第
一
二
巻
下
、
訂
正

三
版
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
九
年
、
八
二
五
頁
。

（
28
） 

戸
田
茂
睡
著
： 

鈴
木
淳
校
「
紫
の
一
本
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』
八
二
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
四
頁
。

（
29
） 

大
橋
方
長
『
荏
土
図
説
』
三
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号: 

一
七
四
│
八
六
│
三
、五
五
丁
裏
│
五
六
丁
表
。

（
30
） 

徳
江
元
正
「
梅
若
譚
」『
国
学
院
雑
誌
』
五
八
巻
八
号
、
一
九
五
七

年
、
三
一
頁
。

（
31
） 

阪
井
芳
貴
「
山
王
信
仰
伝
播
と
梅
若
伝
説
」『
梅
若
縁
起
の
研
究
と

資
料
』
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
、
五
九
頁
。

（
32
） 

高
塚
明
恵
「
梅
若
伝
説
の
展
開
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
第
二
八
号
、

二
〇
〇
八
年
、
一
八
頁
。

（
33
） 

松
浦
静
山
著
： 

中
村
幸
彦
、
中
野
三
敏
校
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
一
、

平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
三
一
二
頁
。

（
34
） 

星
野
岳
義
「
菅
江
真
澄
の
採
集
し
た
公
家
伝
承
」『
北
方
風
土
』

七
〇
号
、
二
〇
一
五
年
、
九
五
頁
。

（
35
） 

柄
井
川
柳
撰
：
山
澤
英
雄
校
『
誹
風
柳
多
留
』
二
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
一
年
、
三
一
頁
。

（
36
） 

喜
多
川
守
貞
著
：
朝
倉
治
彦
、柏
川
修
一
校
『
守
貞
謾
稿
』
第
一
巻
、

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
、
二
一
四
頁
。

（
37
） 

名
護
市
史
編
さ
ん
室
編
『
名
護
市
史
叢
書
』
一
二
、
名
護
市
教
育
委

員
会
、
一
九
九
一
年
、
二
二
五
頁
。

（
38
） 

伊
波
普
猷
『
校
註
琉
球
戯
曲
集
』
春
陽
堂
、
五
三
頁
。

（
39
） 

間
宮
士
信
ほ
か
編
：
芦
田
伊
人
校
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
七
巻
、

雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
、
八
六
頁
。

 

（
ほ
し
の
・
た
け
よ
し
）


