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㌧

一
茶
の
写
声
語
に
関
す
る
考
察
0

一
、
ま
え
お
き

さ
き
に
私
は
「
一
茶
と
写
声
語
」
　
と
題
す
る
小
稿
を
発
表
し
た
　
（
「
論
究
日

本
文
学
」
第
五
号
）
。
そ
の
諭
稿
で
は
一
茶
が
諸
他
の
俳
人
に
比
し
て
特
に
写

声
語
の
使
用
に
長
け
で
あ
り
、
頗
る
軽
快
な
用
法
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
調
査
の
資
料
が
十
分
で
な
か
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
、

殆
ど
概
括
的
な
試
論
に
止
ま
っ
た
。
小
論
で
は
、
一
茶
の
作
風
が
時
代
と
と
も

に
ど
の
よ
う
に
成
長
発
展
し
、
彼
の
個
性
と
写
声
語
の
使
用
と
が
、
果
し
て
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
問
題
を
、
そ
の
生
涯
に
亘
る
全
作
品
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

註
、
こ
ゝ
に
い
う
写
声
藷
と
は
、
擬
声
語
（
擬
音
語
）
、
擬
態
語
（
擬
容
語
）

並
び
に
象
徴
語
（
語
原
的
に
は
擬
声
・
擬
態
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
が
、

そ
の
形
態
・
意
味
・
職
能
よ
り
み
て
同
一
範
蟻
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
語
）
　
の
総
称
と
す
る
。

二
、
伊
藤
正
雄
氏
の
説

彼
の
句
に
は
擬
声
語
や
擬
態
語
が
自
在
に
用
い
ら
れ
て
居
る
の
が
目
に
付

く
。
之
に
は
低
劣
で
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
も
あ
る
が
、
擬
声
語
、
擬
態
語
が

非
常
に
印
象
的
に
周
ひ
て
あ
る
為
に
、
一
句
を
生
か
し
て
居
る
例
も
少
く
な

子
を
ド
ニ
と
も
㌢
言
方
　
i
l
．
T
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か
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．
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と
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i
p
p
h
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小

　

嶋

　

孝

　

三

　

郎

大
蛍
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
通
り
け
り

ち
ま
ち
ま
と
し
た
海
持
ち
ぬ
石
蕗
の
花

は
ち
や
は
ち
や
と
雪
に
く
る
ま
る
在
所
哉

擬
声
語
、
擬
態
語
は
言
語
の
最
も
原
始
的
な
る
も
の
で
、
嬰
児
の
言
葉
や
、

未
開
人
の
言
葉
が
さ
う
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
種
の
語
を
頻
り
に
使
用
し
た
事

実
は
、
や
は
り
そ
の
児
童
的
性
格
と
相
関
聯
す
る
も
の
と
言
へ
よ
う
。

（
中
略
）
彼
が
擬
声
語
、
擬
態
語
や
畳
語
撞
句
を
好
ん
で
使
用
し
た
こ
と

は
、
確
か
に
そ
の
作
品
に
児
童
性
を
反
映
し
た
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
表
現
の
自
由
軽
快
を
発
揮
し
得
た
と
共
に
、
無
造
作
な
即
興
吟
の
濫

作
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
伊
藤
正
雄
著
「
小
林
一
茶
集
」

二
一
－
二
二
頁
。
な
お
同
氏
著
「
小
林
一
茶
」
　
（
三
省
堂
）
に
も
ほ
ゞ
同
様

の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
）

右
の
伊
藤
氏
の
説
は
、
要
す
る
に
写
声
藷
を
用
い
た
一
茶
の
句
の
中
に
は
自

由
軽
快
な
秀
句
も
見
ら
れ
る
が
、
無
内
容
な
即
興
句
も
多
い
こ
と
、
及
び
写
声

語
が
本
来
原
始
的
な
も
の
で
あ
り
、
児
童
や
未
開
人
の
言
話
に
よ
く
使
わ
れ
る

点
を
あ
げ
、
一
茶
に
お
け
る
こ
の
種
の
用
語
を
児
童
性
の
反
映
と
断
ず
る
の
で

点
在
や
萄
薯
華
享
㌣
嵩
㌢
紫
温
点
惹
轍
艦
隊

ある。比
の
説
を
肯
定
す
る
為
に
、
例
え
ば

ど
ん
ど
焼
ど
ん
ど
と
雪
の
降
り
に
け
り

（
文
化
十
五
年
、
七
番
日
記
）

の
よ
う
な
童
謡
的
発
想
の
句
や
、

む
ま
き
う
な
雪
が
耳
引
回
引
月
日
と
（
文
政
版
、
一
茶
発
句
集
）

の
よ
う
な
一
茶
の
童
心
が
躍
如
と
し
て
い
る
句
を
探
し
て
み
た
。
更
に
又
、
一

茶
の
こ
の
種
語
彙
に
対
す
る
頗
る
「
無
造
作
」
な
用
語
ぶ
り
や
、
「
低
劣
で
ナ

ン
セ
ン
ス
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
句
を
調
査
し
て
み
た
。
す
る
と
、

瓜

西

瓜

ね

ん

〈

こ

ろ

り

〈

哉

（
文
化
十
三
年
、

朝
顔
の
花
や
さ
ら
く
さ
あ
ら
さ
ら

と
を
ん
と
ん
と
ん
と
し
く
ぢ
り
花
火
哉

引
“
到
早
剖
i
私
i
ど
猫
も
並
ぶ
や
衣
配
　
（
〝
　
六
年
、

蚤
ひ

よ

い

く

く

達

者

じ

ま

ん

哉

橋
一
葉
後
は
く
わ
ら
〈
ク
ハ
ア
ラ
〈

（〝

七
番
日
記
）

八
番
日
記
）

〝　　）

九
番
日
記
）

文
政
八
年
句
帖
）

〝　　　）

な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
約
二
万
句
と
い
う
施
大
法
量
に
の
ぼ
る
そ
の
終

身
の
作
品
か
ら
、
こ
の
種
の
用
例
を
悉
く
拾
い
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
彩

し
い
量
に
の
ぼ
る
こ
と
が
解
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
凡
そ
一
茶
の
俳
句
た
る
や
、
芭
蕉
や
蕪
村
の
場
合
と
は
全

然
比
較
に
な
ら
な
い
程
資
料
の
多
い
こ
と
と
、
そ
の
作
家
生
活
約
三
十
年
と
い

う
長
い
年
月
に
亘
る
彼
の
生
活
詩
が
、
そ
の
壮
年
期
か
ら
中
年
期
へ
、
更
に
は

老
年
期
の
晩
年
に
か
け
て
大
き
な
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
ら

を
滞
査
す
る
と
き
彼
の
個
性
が
そ
の
作
風
の
発
展
と
と
も
に
漸
次
成
熟
し
っ
ゝ
、

こ
の
種
語
彙
も
又
大
き
な
消
長
発
展
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と

き
、
私
は
右
に
あ
げ
た
伊
藤
氏
の
評
言
に
か
な
り
の
修
正
を
施
さ
な
け
れ
ば
な

一
茶
の
写
声
語
に
関
す
る
考
察
　
H

ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

三
、
時
代
別
考
察

現
存
す
る
一
茶
の
資
料
は
「
一
茶
叢
書
」
に
よ
っ
て
は
ゞ
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
一
茶
の
作
家
生
活
約
三
十
五
年
は
、
殆
ど
句
作
に
あ
け
く
れ
て
い
る
が
、

そ
の
生
涯
に
亘
っ
て
書
き
綴
ら
れ
た
句
日
記
の
殆
ど
全
て
が
現
存
す
る
こ
と
は
、

吾
々
研
究
者
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
心
強
い
。

と
こ
ろ
で
、
一
茶
の
生
活
と
そ
の
作
風
を
大
き
く
時
代
別
に
表
に
し
て
み
る

と
、
次
の
よ
う
に
、
寛
政
時
代
・
享
和
時
代
・
文
化
時
代
前
期
・
文
化
時
代
後

期
（
附
文
政
二
年
）
・
文
政
時
代
（
文
政
三
年
以
後
）
と
な
る
。

註
l
、
資
料
と
し
た
日
記
句
帖
所
載
の
句
中
、
同
一
句
で
再
三
収
録
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
す
べ
て
初
出
の
も
の
に
限
っ
て
計
算
の
中
に
入
れ
た
。

2
、
百
分
比
は
少
数
点
以
下
す
べ
て
四
捨
五
入
し
て
計
算
し
て
あ
る
。

3
、
な
お
左
の
表
か
ら
は
「
旅
拾
遺
」
「
さ
ら
ば
舘
こ
「
父
の
終
罵
日
記
」

「
花
見
の
記
」
　
「
三
韓
人
」
　
「
大
味
」
　
「
ま
ん
六
の
春
」
等
を
省
略
し

た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
散
文
や
選
句
を
主
と
し
て
お
り
、
各
十
句
以

内
で
も
あ
り
、
特
に
比
率
を
あ
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

4
、
文
政
二
年
は
一
茶
が
「
八
番
日
記
」
を
書
き
始
め
た
年
で
あ
り
、
名

著
「
お
ら
が
春
」
を
も
の
し
て
い
て
、
一
茶
文
学
の
頂
点
を
示
し
て
い

る
時
期
で
も
あ
る
o
こ
れ
を
文
化
時
代
後
期
に
入
れ
て
よ
い
か
ど
う
か

は
末
だ
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
作
風
並
び
に
写
声
語
を
用
い
た
句
数

の
比
率
等
を
考
え
合
わ
せ
て
論
述
の
都
合
上
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。

今
、
参
考
資
料
を
除
い
て
、
句
帖
を
中
心
に
そ
の
量
的
消
長
の
跡
を
辿
っ
て

み
る
と
、
寛
政
時
代
は
三
五
一
句
中
僅
か
に
二
句
、
比
率
に
し
て
約
〇
・
五
％

六
一



と
い
う
低
率
で
あ
る
o
こ
れ
に
対
し
て
、
享
和
時
代
の
七
五
六
句
中
四
〇
句
、

及
び
文
化
時
代
前
期
の
二
五
二
三
句
中
三
七
旬
が
い
ず
れ
も
約
五
％
の
比
率

を
示
し
、
次
い
で
文
化
時
代
後
期
が
八
二
八
七
句
中
七
五
九
句
で
九
％
強
と
最

も
高
率
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
文
政
三
年
以
後
に
な
る
と
五
七
竺
句
中

三
八
九
句
の
七
％
弱
と
漸
く
低
下
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
一
茶
の
こ
う
し
た
各
時
代
に
よ
う
写
声
語
使
用
の
頻
度
を
、
更
に
語
彙

の
質
的
な
面
並
び
に
表
現
価
値
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
て
、
そ
れ
が
彼
の
作
風

と
果
し
て
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
を
究
明
し
て
行
こ
う
。

ィ
、
寛
政
時
代

先
ず
第
一
期
は
寛
政
時
代
で
あ
る
。
現
存
す
る
一
茶
の
資
料
の
中
で
、
最
も

古
い
も
の
は
「
寛
政
三
年
帰
郷
日
記
」
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
全
部
で
二
九
句
見

ら
れ
る
が
、
写
声
語
を
用
い
た
句
は
皆
無
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
日
記
の
文
中

には、i
：
枕
に
す
が
り
て
、
日
劇
．
月
V
か
へ
る
門
に
は
、
木
の
上
の
草
の
ご
と
く

坤
日
射
月
日
、
封
擾
お
と
ろ
え
て
：
…
・

…

‥

山

ハ

ご

ろ

く

と

鳴

り

、

地

ハ

ゆ

ら

〈

と

う

ご

ざ

て

、

日

を

ふ

れ

ど

も
止
ま
ず
、
…
…

と
い
っ
た
表
現
が
随
処
に
み
ら
れ
る
。

次
に
「
寛
政
句
帽
」
で
ぬ
る
が
、
こ
ゝ
に
は
「
ち
ら
く
」
「
う
ら
〈
」

の
二
語
を
見
出
す
。
尤
も
こ
の
二
藷
は
こ
の
句
帖
の
一
番
終
り
の
と
こ
ろ
に
並

ん
だ
次
の
二
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

灯
切
“
引
〓
口
癖
瘡
小
屋
の
吹
雪
哉
（
寛
政
六
年
）

葉
月
引
月
Ⅵ
灯
影
と
ゞ
か
ぬ
里
神
楽
（
　
〝
　
）

共
に
二
音
節
反
復
の
畳
語
で
、
極
め
て
平
凡
な
用
語
で
あ
る
。

一
茶
の
写
声
語
に
関
す
る
考
察
　
0

右
の
句
帽
に
次
い
で
同
七
年
に
は
「
寛
政
紀
行
」
を
出
し
て
い
る
。
こ
ゝ
で

も
写
声
藷
の
使
用
は
皆
無
で
あ
る
が
、
こ
1
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

句
帖
の
「
書
込
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
未
定
稿
と
み
ら
れ
る
も
の
で
洩

り
、
季
題
の
な
い
も
の
や
、
句
形
の
整
っ
て
い
な
い
も
の
も
か
な
り
多
い
。
今

そ
れ
ら
の
も
の
も
含
め
て
、
と
に
か
く
写
声
語
を
用
い
て
い
る
も
の
を
数
え
る

と
、
全
部
で
一
四
句
も
あ
り
、
そ
の
全
句
数
と
の
比
率
は
八
％
と
い
う
高
率
に

な
っ
て
い
る
。
表
向
き
の
句
に
は
た
ゞ
の
一
語
も
用
い
ず
に
、
未
定
稿
に
限
っ

て
こ
の
よ
う
な
高
い
比
率
を
み
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
一
体
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
「
書
込
」
が
実
に
興
味
ぬ
る
も
の
で
あ
る
。

俗
語
　
ッ
ヨ
ク
つ
ヲ
モ
テ
云

浅

ア

ッ

サ

　

浮

ウ

ッ

カ

リ

　

堅

カ

ッ

タ

リ

　

わ

っ

き

り

ウ

ッ

ソ

リ

　

○

ハ

タ

　

ハ

ッ

タ

リ

　

○

ヒ

タ

ト

　

ビ

ッ

タ

ト

○

ホ

っ

ヤ

カ

　

ポ

ッ

ユ

リ

　

○

キ

ハ

タ

リ

フ

ヲ

キ

ッ

パ

リ

○
ザ
プ
リ
　
ザ
シ
プ
リ

右
は
促
音
便
の
語
を
た
ゞ
雑
然
と
記
載
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
最
後
の

一
語
は
駿
音
便
で
あ
り
、
実
に
あ
や
し
げ
な
語
学
者
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
。

た
ゞ
こ
1
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
を
は
っ
き
り

「
俗
語
」
と
銘
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
書
込
」
に
一
四

句
も
写
声
語
を
用
い
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
未
定
稿
と
し
て
表
向
き
に
は
出
し
て

い
な
い
こ
と
と
何
等
か
の
関
連
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
こ
の
「
紀
行
」
中
の
一
茶
の
用
語
は
、

遺
棄
や
あ
ら
れ
た
は
し
る
笠
の
上
（
寛
政
四
年
）六

三



君
が
代
や
旅
に
し
あ
れ
ど
筒
の
雑
煮
（
〝
五
年
）

猪
小
屋
や
幾
夜
寝
ざ
め
ぬ
人
の
声
（
〝
　
六
年
）

な
ど
の
句
が
よ
く
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
典
和
歌
の
辞
句
を
引
用
し
た

句
が
、
他
の
時
期
に
較
べ
て
最
も
多
い
時
代
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
寛
政
時
代
の
一
茶
の
写
声
語
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と
は
、
そ

の
作
品
に
お
い
て
彼
の
個
性
が
殆
ど
見
う
け
ら
れ
な
い
の
と
よ
く
符
合
し
て
い

る
。
こ
ゝ
で
は
写
声
語
の
使
用
が
極
力
押
倒
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
句
作
態
度
に
お
い
で
も
、
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
等
の
古
歌
の
文
が
そ
の

ま
ゝ
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
語
や
雅
語
を
尊
重
す
る
態
度
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
写
声
語
を
俗
語
と
し
て
或
程
度
ま
で
敬
遠
し
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
、
寧
和
時
代

享
和
時
代
の
一
茶
は
「
享
和
句
帖
」
に
よ
っ
て
う
か
ゞ
う
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
も
こ
の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
一
茶
調
の
蔚
芽
期
と
云
わ
れ
で
い
る
。
こ
ゝ
で

は
果
し
て
写
声
語
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
句
帖
」
の
享
和
三
年
四
月
十
三
日
の
′
と
こ
ろ
に
、

叫
自
利
月
日
』
萩
に
立
添
ふ
麗
子
哉
　
　
士
朗

の
旬
が
記
さ
れ
て
い
る
。
士
朗
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
尾
張
の
井

上
士
朗
で
、
当
時
は
京
の
江
森
月
居
、
江
戸
の
大
島
完
来
ら
と
共
に
最
も
声
望

の
高
か
っ
た
俳
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
句
が
所
載
さ
れ
て
い
る
個
処
か

ら
約
一
週
間
後
の
四
月
十
九
日
の
条
に
、

し
の
竹
の
引
幕
る
穂
麦
我

と
い
う
句
が
あ
り
、
又
、
六
月
廿
八
日
に
は

虫
除
の
札
の
ひ
ょ
ろ
く
か
れ
の
敲

六
四

と
い
う
句
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ひ
よ
ろ
く
」
は
さ
き
に
あ
げ
た

「
寛
政
三
年
帰
郷
日
記
」
の
文
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
作
句
の
上
で
は
こ

れ
が
最
初
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
要
す
る
に
、
当
時
の
大
家
士
朗
の

用
語
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
な
ら
安
心
し
て
使
え
る
と
云
っ
た
よ
う
な
、
臆

病
と
云
お
う
か
手
堅
い
と
云
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
随
分
慎
重
な
態
度
が
想
像
さ

れ
る
の
で
め
る
。

大
体
、
こ
の
期
に
お
け
る
一
茶
の
写
声
語
に
対
す
る
言
語
感
覚
は
、
果
し
て

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

司
花
火
過
け
り
角
田
河
（
七
月
十
二
日
）

日
中
に
打
点
日
当
同
日
中
と
砧
哉
（
十
月
二
日
）

「
べ
そ
〈
と
」
に
つ
い
て
は
、
前
記
「
帰
郷
日
記
」
に
も
「
べ
そ
〈
と

な
き
ぬ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
用
語
は
か
な
り
特
異
で
あ
る
。
次
の

句
は
、
風
流
な
砧
の
音
も
昼
日
中
に
闘
い
で
は
興
ざ
め
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
恐
ら
く
蕪
村
の
、

昔
日
、
引
、
料
、
剖
日
刊
と
う
つ
描
か
な

の
句
を
頭
に
入
れ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、

流
れ
木
の
別
封
J
J
、
羽
打
し
て
と
し
暮
れ
ぬ
（
八
月
九
日
）

の
句
が
、
蕪
村
の

う
ぐ
ひ
す
の
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
中
家
が
ち

の
用
法
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
あ
ち
こ
ち
と
し
て
」
　
は

「
あ
ち
こ
ち
」
と
い
う
観
念
語
を
象
徴
語
と
し
て
擬
態
語
の
よ
う
に
使
っ
た
特

殊
な
用
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
の
用
法
が
偶
然
の
符
合
と
も
思
え
ぬ
。

又
、
次
の
両
者
、

麗
し
も
や
丘
の
雀
も
切
口
と
よ
ぷ
（
八
月
十
日
）

小
　
∴
言
霊
：
∴
＿
予
言

争
乱
享
子
高
書
療
藍
藩
踏
繊
縁
絡
擬
態

謂
婚
腕
組
囲
紺

子
鼠
の
ち
ゝ
よ
と
晴
や
夜
半
の
秋
（
蕪
村
）

を
比
較
す
る
と
、
こ
れ
も
無
関
係
で
な
い
。
何
故
な
ら
、
右
の
用
法
は
掛
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
後
代
の
一
茶
に
は
こ
う
し
た
用
例
が
殆
ど
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
大
体
こ
の
写
声
語
の
掛
詞
的
用
法
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
や
蕪

村
に
そ
の
用
例
が
多
い
が
、
例
え
ば
、

た
か
う
な
や
雫
も
封
i
日
動
篠
の
露
（
芭
蕉
）

入
道
の
封
、
日
、
引
ま
い
り
ぬ
納
豆
汁
（
蕪
村
）

の
よ
う
に
、
同
じ
写
声
謡
を
用
い
で
も
古
典
的
感
覚
（
源
氏
物
語
、
徒
然
草

等
に
用
例
あ
り
）
で
垢
ぬ
け
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
一
茶
の
場
合
は
末

だ
稚
拙
で
粗
築
な
印
象
を
う
げ
ろ
。
そ
れ
で
も
、

ざ
ぶ
り
人
．
＼
－
ぐ
雨
ふ
る
か
れ
野
か
な

（
十
日
十
三
日
）

に
見
る
よ
う
な
率
直
且
つ
大
胆
な
表
現
の
あ
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
貼
来

な
い
。
枯
野
の
冬
を
洗
い
流
す
よ
う
な
強
い
雨
の
音
が
、
そ
れ
で
い
て
何
か
暖

か
い
春
の
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
期
の
一
茶
は
依
然
と
し
て
写
声
語
を
真
に
自
己
の
も
の
た
ら
し

め
る
だ
け
の
言
語
感
覚
に
欠
け
る
も
の
が
あ
り
、
未
だ
こ
れ
を
俗
語
と
し
て
そ

の
使
用
を
抑
制
し
た
の
か
、
か
な
り
消
極
的
と
み
ら
れ
る
。
尤
も
中
に
は
「
ふ

ん
そ
り
か
へ
る
」
　
「
つ
ん
出
す
」
等
の
よ
う
な
俗
語
的
表
現
も
散
見
す
る
が
、

寧
ろ
先
人
や
大
家
の
用
語
を
確
認
し
た
上
か
、
さ
も
な
く
ば
古
典
の
用
語
に
依

存
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
期
の
一
茶
は
全
く
習
作
期
と
み
ら
れ
、
僅
か
に

享
和
三
年
十
月
に
入
っ
て
殆
ど
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
写
声
語
に
、
漸
く

次
代
の
個
性
的
な
用
法
の
赫
芽
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
と
云
っ
た
程
度
で
あ
る
。

註
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
「
一
茶
と
写
声
語
」
で
少
し
詳
し
く
述
べ

て
お
い
た
。一

茶
の
写
声
語
に
関
す
る
考
察
　
0

ハ
、
文
化
時
代
前
期

文
化
時
代
に
入
る
と
、
一
茶
も
漸
く
そ
の
個
性
を
発
揮
し
始
め
て
い
る
。

板
塀
に
鼻
の
つ
か
へ
る
源
哉
（
文
化
二
年
、
文
化
句
帽
）

心
か
ら
信
濃
の
雪
に
降
ら
れ
け
り
（
〝
四
年
　
　
〝
　
）

あ
ら
玉
や
年
立
か
へ
る
諷
哉
（
〝
　
五
年
　
　
　
〝
　
）

等
の
句
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
で
は
「
椋
鳥
と
人
に
呼
ぼ
る
ゝ
寒

さ
」
や
、
「
涼
風
の
曲
り
く
ね
っ
て
来
」
る
夕
涼
み
の
生
活
に
苦
し
み
、
そ
う

か
と
云
っ
て
故
郷
に
帰
れ
ば
、
「
寄
る
も
ぎ
は
る
も
茨
の
花
」
　
「
蝿
ま
で
人
を

き
し
に
け
り
」
で
、
つ
く
づ
く
と
「
我
に
は
翌
の
あ
て
は
旗
を
」
と
嘆
く
。
そ

れ
で
も
「
梅
が
香
や
」
　
「
わ
が
春
や
」
で
、
あ
ら
玉
の
「
年
立
か
へ
る
罫
」
と

と
も
に
暮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
な
あ
く
の
強
さ
、
強
烈
な
自
我
、
徹

底
し
た
現
実
主
義
、
そ
う
し
た
も
の
が
こ
の
期
の
一
茶
に
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
作
品
を
未
熟
と
か
粗
野
と
か
と
云
っ
て
簡
単
に
葬
り
さ
れ
な
い
の
は
、

そ
う
し
た
強
い
個
性
を
も
っ
た
云
わ
は
民
芸
の
味
で
あ
ろ
う
。

州
蔭
に
曳
当
月
日
割
ぬ
か
す
蛙
哉
（
文
化
二
年
、
文
化
句
帖
）

作
者
の
あ
ら
わ
な
感
情
が
「
ぬ
か
す
」
と
い
う
表
現
に
強
く
反
映
し
て
い
る
。

「
ぶ
つ
く
さ
」
と
い
う
写
声
藷
も
こ
う
し
た
表
現
と
相
ま
っ
て
見
轟
に
生
か
さ

れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

一
茶
の
こ
の
期
の
写
声
語
を
形
態
的
に
み
る
と
、
や
は
り
壁
語
（
音
節
反
復

型
）
が
最
も
多
く
、
従
っ
て
次
代
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
多
彩
さ
は
未
だ
現
わ
れ

て
い
な
い
。

卿
山
の
　
　
＝
　
　
は
れ
し
春
の
雨
（
文
化
元
年
、
文
化
句
鵬
）

岡
十
月
〓
っ
日
馬
の
爪
切
る
野
分
哉
（
　
　
〝
　
　
　
〝
　
　
）

小
耳
同
月
日
日
痩
菜
花
咲
く
日
永
哉
（
〝
二
年
　
　
〝
　
　
）

六
五



土　土鈴鈴　　鈴　鈴清南清犬

岐岐木木　木　木水汲水塚

武　武弘弘　　弘　弘

治　沿道道　　道　道泰治泰且

Ⅱ　創Ⅶ創　　Ⅳ　Ⅲ　Ⅱ　Ⅵ　V V

55　345168　13　116132

三　四八九　　二　三三四四九

大　×　大大土土　土

伴　　橘橋岐岐　岐

寿　　滞清武武　武

男　　秀秀治治　治

Ⅶ　　Ⅸ　創　Ⅹ　Ⅶ　V

33　　　6　22　56　4124

八　　七　二　四　〇　八

六　水　　　味×　岡岡岡
七　田　　方　本本本

彦　彦彦

八　四　九

春
雨
や
家
鴨
引
門
歩
き
　
（
　
　
〝
　
　
　
〝
　
　
）

固
執
や
月
日
引
鼓
舞
の
咲
に
け
り
（
〝
　
三
年
、
　
〝
　
　
）

倒
切
羽
月
日
引
鳩
の
太
り
て
日
の
長
さ
（
〝
五
年
　
〝
　
　
）

こ
れ
ら
の
語
は
同
じ
写
声
語
の
中
で
も
最
も
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
右
の

諸
句
に
み
ら
れ
る
用
語
は
か
な
り
効
果
的
で
あ
る
。
田
園
の
風
趣
を
よ
く
写
生

し
得
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

み
そ
さ
ゞ
い
す
十
と
い
ふ
て
も
日
の
馨
る
（
文
化
元
年
、

篤
の
萌
す
卑
引
濡
れ
し
桓
根
哉
　
　
　
　
（
〝
　
三
年
、

圃
引
“
奇
中
日
鷹
は
へ
り
け
り
よ
し
づ
茶
屋
（
　
　
〝

文
化
句
幡
）

〝　　）〝　　）

昼
比
は
く
っ
と
も
い
ぼ
か
蛙
哉
　
　
　
（
〝
　
四
年
、
　
〝
　
　
）

右
は
い
ず
れ
も
促
音
を
有
す
る
形
態
の
語
を
用
い
て
い
る
。
一
茶
は
、
こ
れ

ら
の
写
声
語
が
、
よ
く
鳥
獣
虫
魚
の
生
態
を
活
写
し
得
る
と
い
う
効
用
を
十
分

心
得
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
尤
も
、
右
の
用
語
は
い
ず
れ
も
か
な
り
主
観
的
な

把
握
に
よ
る
効
果
を
発
揮
し
得
て
い
る
。

な
お
こ
の
時
期
で
一
つ
附
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
既
に
享
和
期
で
も

見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
句
に
蕪
村
ら
先
人
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と

み
ら
れ
る
も
の
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

大
と
こ
の
糞
ひ
り
勘
時
計
か
れ
野
哉
（
蕪
村
）

の
句
が
一
茶
で
は
、

僧
正
の
野
糞
遊
ば
す
日
傘
哉
（
文
化
元
年
、
文
化
句
帖
）

と
な
り
、
ま
た
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地
車
の
と
ゞ
ろ
と
ひ
ゞ
く
牡
丹
か
な
（
蕪
村
）
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地
車
に
お
っ
ぴ
し
か
れ
し
董
哉
（
文
化
元
年
、
文
化
句
帽
）

と
い
っ
た
具
合
で
、

六
六

花
い
ば
ら
故
郷
の
路
に
似
た
る
哉
（
蕪
村
）

故
郷
は
寄
る
も
さ
は
る
も
ば
ら
の
花
（
一
茶
）

の
二
句
が
両
者
の
差
、
否
差
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
水
と
油
、
雲
と
泥

の
違
い
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
唯
美
ロ
マ
ン
の
蕪
村
の
句
境
と
は
凡
そ
似
て

も
つ
か
な
い
一
茶
の
現
実
主
義
は
、
そ
れ
を
俗
悪
と
か
悪
趣
味
と
か
と
云
っ
て

み
た
と
こ
ろ
で
蛙
の
面
に
水
で
あ
ろ
う
。
蕪
村
の
「
と
ゞ
ろ
と
び
ゞ
く
」
は
、

実
感
を
描
写
す
る
の
に
さ
え
古
典
語
を
使
用
し
て
お
り
、
「
お
っ
ひ
し
が
れ
L
L

と
い
う
俗
語
使
用
の
一
茶
と
の
違
い
が
写
声
語
に
よ
る
表
現
面
に
も
よ
く
現
わ

れ
て
い
る
。
「
離
俗
」
と
「
超
俗
」
と
の
相
違
と
云
い
た
い
。

但
し
、
こ
れ
を
次
代
の

圃
“
引
力
Ⅵ
“
引
雪
に
く
る
ま
る
在
所
哉
（
文
化
九
年
、
七
番
日
記
、
句
稀
消
息
、

発
句
集
「
ほ
ち
や
」
）

が
、
文
革
の

鳳
i
村
月
日
－
日
朝
日
さ
し
込
火
燵
か
な
（
文
革
発
句
集
）

の
用
語
や
、
惟
然
の

謝
T
T
高
畠
当
日
寝
た
る
在
所
や
冬
の
梅
（
惟
然
妨
句
集
）

の
境
地
を
超
え
て
、
よ
く
自
己
の
境
地
ま
で
磨
き
あ
げ
て
い
る
の
に
比
す
る
と
、

こ
ゝ
で
も
や
は
り
ま
だ
ま
だ
「
瑛
」
で
あ
る
。

以
上
、
要
す
る
に
文
化
時
代
前
期
の
一
茶
は
、
内
容
的
に
み
て
、
漸
く
貧
苦

や
孤
独
、
独
身
の
味
け
な
さ
、
都
会
人
に
対
す
る
地
方
人
的
な
反
撥
、
権
威
に

対
す
る
郎
喩
等
の
句
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
一
茶
の
個
性
は
あ
た

か
も
蔵
の
よ
う
な
あ
や
し
い
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
が
、
表
現
面
に
お
け
る

洗
練
、
特
に
写
声
語
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
真
骨
頂
は
次
代
を
ま
っ
て
は
じ
め

て
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

論

究

日

本

文

学

　

総

目

次

（
創
刊
号
～
第
十
号
）

（
題
　
　
　
　
名
）

上
　
　
　
代

万
葉
の
面
白
さ

中
　
　
　
古

平
安
朝
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
展
開

物
　
語
　
の
　
祖

竹
取
物
語
の
面
白
さ

桐
壷
の
巻
「
参
り
で
は
」
の
疑
義

寝
覚
・
浜
松
の
成
立
順
序
に
関
す
る

旧
説
の
批
判

申
村
本
夜
緩
覚
物
語
巻
一
に
お
け
る

改
作
に
つ
い
て

と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
後
代
文
学

1
－
－
柳
寧
種
彦
「
奴
の
小
万
」
と
の
比
較

と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
外
国
文
学

李
花
亭
文
庫
本
堤
中
納
言
物
語

岩
崎
美
隆
旧
蔵
本

「
堤
中
納
言
物
語
」
に
つ
い
て

（
執
筆
者
）
　
　
（
号
）
（
頁
）
（
頁
数
）

土

　

橋

　

覚

　

Ⅵ

　

1

　

　

五

藤
久
邁
文
庫
蔵「

堤
中
納
言
物
語
」
に
つ
い
て

堤
中
納
言
物
語
「
鼓
め
づ
る
姫
君
」
考

－
平
安
朝
成
立
説
の
再
検
討

堤
中
納
言
物
語
「
は
な
だ
の
女
御
」
題
名
考

和
泉
式
部
日
記
書
名
考

和
泉
式
部
の
歌
と
同
時
代
の
文
学

古
今
集
の
性
格
句
　
－
　
題
歌
・
屏
風
歌
・

物
名
歌
を
中
心
と
し
て

申
　
　
　
世

心

敬

と

芭

蕉

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

能
に
あ
ら
ほ
れ
た
自
然

近
　
　
　
世

西
鶴
雑
話
も
の
の
性
格

創
　
4
7

Ⅳ
　
3
5

Ⅷ
　
1
9

健
　
Ⅲ
　
2
2
一
二

滴
　
創
　
5
6
　
一
二


