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伝
承
童
謡
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
深
め
る
べ
き
研
究
課
題
や
検
討
を
要
す
る
問
題

点
が
か
な
り
残
存
し
て
い
る
。（
一
）
伝
承
童
謡
と
は
何
か
、
と
い
う
個
々
を
検
討

し
た
上
で
の
総
合
的
課
題
。（
二
）
動
物
植
物
・
天
体
気
象
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ

る
ハ
ヤ
シ
や
ト
ナ
エ
の
、
類
型
的
表
現
と
呪
的
心
性
の
考
察
。（
三
）
遊
戯
歌
と
遊

戯
と
の
関
係
、
つ
ま
り
民
謡
と
同
様
の
意
味
で
の
役
歌
の
蒐
集
と
そ
の
機
能
の
分
析
。

（
四
）
子
守
娘
達
の
子
守
歌
（
仕
事
歌
）
の
完
璧
な
蒐
集
と
表
現
類
型
の
研
究
。（
五
）

子
守
歌
を
中
心
と
す
る
代
表
的
な
伝
承
童
謡
の
歌
詞
・
語
句
の
考
証
。
以
上
が
こ
の

世
界
に
お
け
る
現
段
階
で
の
主
た
る
課
題
・
問
題
点
で
あ
る
。
本
稿
は
、（
五
）
に

属
す
る
課
題
で
、
日
本
人
の
生
活
文
化
に
密
着
し
た
代
表
的
子
守
歌
の
一
句
「
で
ん

で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

﹇
一
﹈

行
智
編
『
童
謡
古
謡
』q

（
文
政
三
年
。
一
八
二
〇
）
に
、
誰
し
も
が
周
知
の
次
の
子

守
歌
が
見
え
る
。

・
ね
ェ
ゝ
ん
ね
引
ん
ね
ん
ね
こ
よ
　
ね
ん
ね
の
お
守も
り

は
ど
引
こ
行い

た
ァ
　
や
引
ま
を

こ
引
え
て
さ
引
と
い
て
引

さ
引
と
の
御
土
産

み

や

に
な
に
よ
も
ろ
た
引

で
ん

く

大
（
マ
マ
）

鼓
に
笙
の
ふ
え
引

お
き
あ
が
り
小
法
師
に
ふ
り
つ
ゞ
み
引

ね
引
ゑ
ん

く
ね
ん
こ
ろ
り
引

こ
ろ

く
や
引
ま
の
う
引
さ
ぎ
は
引

な
引
ぜ
に
お
耳
が
な

ご
御
ざ
る
引

お
引
や
の
お
腹
に
ゐ
る
時
に
引

枇
杷
の
葉
た
引
べ
て
な
ご
御
ざ
る

引

あ
引
す
は
疾と

う
か
ら
お
ひ
ん
な
れ
引

あ
引
か
の
ま
ん
ま
に
と
ゝ
そ
へ
て
引

ざ
引
ん
ぶ
ざ
ん
ぶ
と
あ
げ
ま
し
よ
よ
　
ね
引
ゑ
ん

く
ね
ん
ね
こ
よ
引

江
戸
時
代
後
期
、
江
戸
浅
草
を
中
心
に
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
そ
の
序
文
め
い
た

も
の
か
ら
し
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
見
聞
し
書
き
留
め
た
貴
重
な
事

例
で
あ
る
。
行
智
は
子
守
歌
を
「
寝
さ
せ
歌
」「
目
ざ
め
歌
」「
遊
ば
せ
歌
」
の
、
そ

の
機
能
面
か
ら
三
種
に
区
分
し
て
採
集
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
「
寝
さ
せ
歌
」

で
あ
る
。

『
古
奈
良
絵
本
』（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）
所
収
『
鼠
の
草
子
絵
巻
別
本
』
に

「
か
う
じ
う
り
に
ま
い
つ
た
　
ね
い
ろ
や
い
ね
ん
ね
こ
や
い

く
」
と
あ
りw

、
十
巻

本
『
聖
徳
太
子
伝
』（
寛
文
六
年
。
一
六
六
六
）
所
載
子
守
歌
に
、「
寝
入
れ

く
」

「
ね
ん
ね
ん
ね
ん
ね
ん
」
の
繰
り
返
し
が
あ
り
、
鷺
伝
右
衛
門
保
教
狂
言
伝
書
小
舞

の
書
留
（
延
宝
八
年
。
一
六
八
〇
以
前
）
に
も
、「
ね
ん
ね
こ

く
ね
ん
ね
こ
や
…
」

（
兎
角
子
供
達
）
と
歌
っ
て
い
る
の
で
、
中
世
末
・
近
世
初
期
に
は
、
広
く
こ
の
癒
し

の
呪
詞
で
も
っ
て
、
子
守
歌
が
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
か
で
も
右
掲
子
守
歌
は
、
浄
瑠
璃
作
品
が
好
ん
で
利
用
し
て
い
て
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
見
え
る
。

・
ね
ん
ね
こ
せ
ね
ん
ね
こ
せ
　
ね
ん
ね
こ
ね
ん
ね
こ
ね
ん
ね
こ
せ
　
音
せ
で
お
よ
れ

犬
の
子
犬
の
子
　
目
だ
に
覚
め
た
ら
背
に
き
っ
と
背
負
う
て
　
神
様

の
の
さ
ま

へ
参
ら
う

神
様
の
土
産
に
は
　
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
　
お
山
人
形
に
花
織
り
き
せ
て
打

ち
き
せ
て
…
（『
天
神
記
』
第
一
。
正
徳
３
年
。
近
松
門
左
衛
門
）

で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
ょ
う
の
笛

―
子
守
歌
考
の
内

―

真
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・
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
ゝ
　
ね
ん
ね
が
守
は
ど
こ
へ
い
た
　
あ
の
山
の
端
に
朝
日
影
…

（『
菖
蒲
前
操
弦
』
第
四
・
道
行
御
幸
の
里
神
楽
。
宝
暦
４
年
。
竹
田
出
雲
）

・
歌
ね
ん
ね
こ
せ

く
い
と
し
い
者
を
誰
が
い
よ
ね
ん
ね
こ
せ

く
ね
ん
ね
ん

が
守
は
何
處
へ
往
た
　
山
を
越
え
て
里
へ
往
た
　
里
の
土
産
に
何
も
ろ
た
　
ナ
ホ

ル
で
ん

く
太
鼓
に
ふ
り
鼓
（『
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
』
第
四
。
享
保
19
年
。
竹
田
出
雲
）

こ
の
よ
う
に
、
子
守
歌
を
断
片
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
浄
瑠
璃
作
品
を
、
十
五
例
認

め
て
い
る
がe

、
右
引
用
例
の
ご
と
く
、
土
産
の
品
の
部
分
ま
で
入
れ
て
い
る
作
品
が

い
く
つ
か
あ
る
。

行
智
『
童
謡
古
謡
』
に
近
い
時
期
に
編
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
朝
岡
露
竹
斎
先
生

手
録
子
も
り
歌
手
ま
り
歌
』
で
も
、
同
様
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

・
ね
ん

く
よ
こ
ろ

く
よ
　
ね
ん
ね
が
も
り
は
ど
こ
い
た
　
あ
の
山
越
へ
て
里
へ

い
た
　
里
の
み
や
げ
に
何
も
ら
ふ
た
　
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛

こ
れ
は
尾
張
地
方
の
用
例
と
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
地
域
的
広
が
り
を
も
っ
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
、
加
え
て
次
に
、
明
治
以
後
の
資
料
に
よ
っ
て
五
例
を

示
し
て
お
き
た
い
。

・
…
坊
や
の
お
守
は
何
所
に
い
た
ァ
　
山
を
越
え
て
里
往
た
ァ
　
里
の
お
土
産
に
何

貰
た
ァ
　
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
（『
あ
づ
ま
流
行
時
代
子
供
う
た
』。
明
治
27
年
）

・
…
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
　
起
き
上
り
小
法
師
に
犬
張
子
（
『
日
本
歌
謡
類

聚
』
・
岩
代
国
北
会
津
郡
。
明
治
31
年
）

・
…
里
の
土
産
に
な
に
貰
た
　
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
　
起
き
あ
が
り
小
法
師
に

犬
張
子
（『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
子
守
唄
編
。
兵
庫
。
昭
和
22
年
）

・
…
里
の
土
産
に
な
に
も
ろ
た
　
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
　
あ
ま
い
甘
露
に
お
こ

し
米
（
同
。
奈
良
）。

・
…
で
ん
で
ん
太
鼓
に
京
の
笛
　
京
の
笛
な
ら
音
が
よ
か
ろ
　
ぴ
い
ぴ
い
鳴
ら
し
て

聞
か
せ
ま
し
ょ
う
（
同
。
福
岡
）

以
上
の
用
例
か
ら
見
て
も
、
こ
の
子
守
歌
の
長
い
時
間
と
広
い
地
域
へ
の
伝
承
を
改

め
て
確
認
で
き
る
。
日
本
の
子
守
歌
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る

べ
き
歌
で
あ
っ
て
、
民
衆
生
活
に
深
く
浸
透
し
た
歌
謡
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
」
の
解
釈
に
つ
い
て
　
簡
潔
に

述
べ
て
お
き
た
い

﹇
二
﹈

里
の
土
産
と
し
て
歌
わ
れ
る
「
で
ん
で
ん
だ
い
こ
に
し
よ
う
の
ふ
え
」
の
部
分
は
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
民
謡
集
や
童
謡
集
が
な
ん
の
疑
い
も
な
く
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の

笛
」
と
理
解
し
書
い
て
き
た
。﹇
一
﹈
で
掲
出
し
た
事
例
を
見
て
も
そ
の
事
は
見
て

取
れ
る
。
吾
郷
寅
之
進
氏
と
の
共
著
『
わ
ら
べ
う
た
』（
昭
和
51
年
刊
）
で
こ
の
歌
を

取
り
上
げ
た
段
階
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、「
で
ん
で
ん
」
が
太
鼓
の
鳴
る
音
に
相

当
す
る
か
ら
、「
し
よ
う
」
の
部
分
も
笛
の
音
の
形
容
で
あ
る
の
が
自
然
で
、
後
に

私
な
り
の
理
由
を
述
べ
る
ご
と
く
、「
ひ
よ
う
」
が
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
思
い
を
ず
っ
と
懐
い
て
き
た
。
そ
の
後
、
民
謡
童
謡
研
究
を
精
力
的
に
進
め
て
お

ら
れ
た
右
田
伊
佐
雄
氏
は
、
そ
の
著
作
『
子
守
と
子
守
歌
―
そ
の
民
俗
と
音
楽
―
』r

・

第
三
部
・
代
表
的
な
子
守
歌
五
編
〈
そ
の
謎
〉
の
項
で
、「
笙
」
で
は
な
く
「
ひ

ょ
う
」
が
本
来
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
傾
聴
す
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
っ
て
私
の
疑
問
と
も
一
致
す
る
の
で
、
抜
粋
し
て
要
点
を
次
に
引
く
。

（〈

〉
内
は
右
の
著
書
に
も
と
づ
く
、
真
鍋
の
補
足
）。

「
し
ょ
う
の
笛
で
あ
る
が
、
一
般
に
笙
の
笛
と
書
き
慣
ら
わ
さ
れ
て
き
た
。

〈『
童
謡
古
謡
』、『
朝
岡
露
竹
斎
先
生
手
録
子
も
り
歌
手
ま
り
歌
』
の
歌
詞
を
引

用
〉
以
来
、
歌
詞
の
こ
の
個
所
は
、
笙
の
笛
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
当
然
と
し

て
誰
も
疑
い
を
は
さ
ま
な
く
な
っ
た
」「
し
よ
う
の
笛
に
笙
の
字
を
当
て
る
な

ら
、
ど
う
し
て
も
雅
樂
の
笙
の
よ
う
な
玩
具
笛
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

零
歳
〜
一
歳
児
用
の
玩
具
に
笙
と
い
う
の
は
果
し
て
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
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か
。」「〈『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
六
下
「
翫
弄
」
に
お
け
る
「
伊
勢
土
産
の
笙
の
笛
」

の
部
分
を
引
き
〉
笙
の
笛
が
伊
勢
参
宮
の
み
や
げ
の
品
と
し
て
全
国
的
に
人
気

が
あ
っ
た
」「〈
斎
藤
良
輔
氏
の
紹
介
で
、
児
童
用
品
研
究
会
著
『
日
本
玩
具
集
』

（
一
九
一
七
年
刊
）
を
調
べ
た
結
果
、
そ
こ
で
は
笙
で
は
な
く
簡
単
な
横
笛
の
こ

と
を
笙
の
笛
を
言
っ
て
き
た
こ
と
を
突
き
止
め
、
右
田
氏
所
有
、
伊
勢
土
産
の

篠
竹
の
一
本
笛
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
〉
わ
た
し
の
所
有

物
も
古
い
伊
勢
土
産
品
に
従
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
笙
の
笛
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
疑
い
な
い
も
の
と
知
れ
る
。
細
部
は
と
も
か
く
、
横
一
本
の
笛
で
あ
り
、
そ

れ
な
ら
零
歳
は
と
も
か
く
一
歳
児
で
な
ん
と
か
吹
け
よ
う
」「
で
は
雅
楽
の
笙

と
は
形
状
も
音
色
も
ま
る
で
違
う
横
一
本
笛
が
、
な
ぜ
「
笙
の
笛
」
と
呼
ば
れ

て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
大
き
な
謎
で
あ
る
。
こ
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
子

守
歌
の
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
」
の
個
所
を
全
国
各
地
で
ほ
か
に
ど
の
よ

う
に
う
た
っ
て
い
る
か
、
調
べ
て
み
た
。〈
と
し
て
用
例
を
列
挙
。
笙
の
笛
の

部
分
が
、
各
地
「
御
所
の
笛
」「
ジ
ョ
ー
の
笛
」「
京
の
笛
」「
ひ
よ
の
笛
」
と

あ
る
事
例
も
紹
介
し
〉、
先
の
各
地
の
例
の
中
で
た
だ
一
つ
　
新
潟
県
の
「
で

ん
で
ん
太
鼓
に
笙ひ

よ

の
笛
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
振
り
仮
名
の
「
ひ
よ
」
は
、

実
は“

ヒ
ョ
ー‘

の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
歌
の
古
形
を
と
ど
め
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
」「
わ
ず
か
一
例
し
か
現
存
し
な
い
も
の
を
過
大
評
価
し
て
い
る

よ
う
に
読
者
は
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
歌
に
関
し
て
い
え
ば
、
過

去
の
採
集
記
録
者
の
大
半
が
「
笙
の
笛
」
と
い
う
強
い
先
入
感
で
伝
承
者
の
歌

に
接
し
て
き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
」「
こ
の
子
守
歌
の
別
名“

江
戸
子
守
歌‘

と

も
い
う
よ
う
に
、
江
戸
を
中
心
と
し
て
全
国
に
伝
幡
し
た
。
そ
の
江
戸
で
は
少

な
く
と
も
江
戸
中
期
以
来
「
ヒ
」
を
「
シ
」
に
訛
る
。
朝
日
の
光
が
ア
サ
シ
ノ

シ
カ
リ
、（
中
略
）「
ひ
よ
う
の
笛
」
が
「
シ
ョ
ウ
ノ
フ
エ
」
に
な
り
、
い
わ
ゆ

る
雅
楽
の
「
さ
う
（
そ
う
）
の
笛
」
の
連
想
か
ら
「
笙
の
笛
」
の
当
て
字
が
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」。

以
上
「
ひ
よ
う
の
笛
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、「
笙
の
笛
」
と
し
て
伝
承
さ
れ

て
き
た
こ
と
、
伊
勢
土
産
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
笙
の
笛
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る

笙
を
模
倣
し
た
笛
で
は
な
く
、
一
管
の
篠
笛
で
あ
っ
た
こ
と
、
加
え
て
「
ひ
」
音
の

「
し
」
音
化
に
も
ふ
れ
て
、
し
た
が
っ
て
本
来
は
、「
し
ょ
う
（
笙
）」
は
「
ひ
よ
う
」

で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
考
察
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
いt

。

さ
て
、
私
も
「
笙
の
笛
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
長
ら
く
疑
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

び
の
右
田
氏
の
考
察
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
次
に
私
な
り
の
資
料
で
少

し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
結
論
は
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
う
の
笛
」
が
本
来
の
意

味
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
伝
承
と
い
う
面
で
は
、
さ
ら
に
「
で
ん
で
ん
太

鼓
に
ひ
よ
ん
の
笛
」
を
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
で
ん

で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
」
を
誤
り
と
い
う
観
念
で
捉
え
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
が
、

人
々
は
笙
と
い
う
字
を
当
て
嵌
め
た
事
例
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
み
に
頼
っ
て
、
こ
の

子
守
歌
を
伝
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

﹇
三
﹈

さ
て
玩
具
「
で
ん
で
ん
太
鼓
」
は
、
で
ん
で
ん

．
．
．
．

と
鳴
る
太
鼓
．
．

な
の
で
あ
り
、
そ
れ

と
対
に
持
ち
出
さ
れ
た
笛
に
つ
い
て
も
、
ひ
よ
う
と
鳴
る
笛
と
う
た
う
の
が
ま
ず
自

然
で
あ
る
。
ひ．
音
か
ら
し．
音
へ
変
化
し
て
、
江
戸
時
代
の
江
戸
語
圏
で
は
、
そ
れ
が

し
よ
う
と
鳴
る
笛
と
い
う
意
味
で
う
た
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

説
経
浄
瑠
璃
『
お
ぐ
り
』（
御
物
本
）
・
第
五
、
て
る
て
と
小
栗
の
結
婚
祝
の
場
面

は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
注
意
す
べ
き
事
例
で
あ
る
。

小
栗
殿
と
姫
君
を
、
も
の
に
よ
く
よ
く
譬
う
れ
ば
神
な
ら
ば
結
ぶ
の
神
、
仏
な

ら
ば
愛
染
明
王
　
釈
迦
大
悲
　
天
に
あ
ら
ば
比
翼
の
鳥
　
偕
老
同
穴
の
語
ら
い

も
縁
浅
か
ら
じ
　
ま
り
ひ
よ
う
と
う
笛
太
鼓

七
日
七
夜
の
吹
き
囃
し
　
心
こ
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と
ば
も
及
ば
れ
ず

本
論
の
上
か
ら
注
意
す
べ
き
は
傍
線
部
分
で
あ
ろ
うy

。
一
説
に
、
鞠
漂
蕩
で
あ
ろ
う

と
い
う
説
が
あ
る
。
漂
蕩
は
た
だ
よ
う
こ
と
、
さ
ま
よ
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
鞠
は
蹴

ら
れ
て
空
中
を
た
だ
よ
い
、
笛
太
鼓
で
に
ぎ
や
か
に
吹
い
た
り
囃
し
た
り
、
の
意
味

に
な
る
が
、
鞠
が
ぽ
ん
と
蹴
ら
れ
て
空
中
を
飛
ん
で
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
、
た
だ
よ
う

と
か
さ
ま
よ
う
の
意
の
漂
蕩
と
す
る
の
は
疑
い
が
残
る
。
つ
ま
り
こ
の
部
分
は
「
鞠
、

ひ
よ
う
と
う
笛
太
鼓
、
七
日
七
夜
の
吹
き
囃
子
」
と
切
っ
て
　
解
釈
す
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
。
こ
こ
は
、

「
ひ
よ
う
」
―
「
笛
」

「
と
う
」
―
「
太
鼓
」

と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
よ
う
と
鳴
る
笛
　
と
う
と
鳴
る
太
鼓
　
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
を
一
つ
に
約
め
て
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
と
し
て
よ
い
。「
鞠
」
は
鞠
の

遊
び
の
こ
と
を
一
字
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
宴
た
け
な
わ
の
楽
遊
び
の
様
子
を
、

人
々
は
鞠
の
遊
び
に
興
じ
、
笛
を
ひ
よ
う
と
吹
き
、
太
鼓
を
と
う
と
打
っ
て
、
七
日

七
夜
吹
い
た
り
囃
し
た
り
し
て
、
こ
と
ば
で
は
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
に
ぎ
や
か

な
宴
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
ひ
よ
う
」
と
鳴
る
笛
、「
と
う
」
と

鳴
る
太
鼓
と
い
う
表
現
の
中
世
末
期
に
お
け
る
貴
重
な
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
で

ん
で
ん
と
鳴
る
太
鼓
」
と
「
ひ
よ
う
と
鳴
る
笛
」
と
い
う
対
の
表
現
を
明
確
に
把
握

で
き
る
の
で
あ
る
。

擬
音
語
＋
楽
器
と
い
う
形
は
、
た
と
え
ば
幸
若
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』
に
、

て
い
と
う
の
鼓
を
打
ち
　
さ
つ
さ
つ
の
鈴
を
振
り
上
げ

の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
対
の
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
子
守
歌
の
よ
り
広
い
地
域
に
お
け
る
採
集
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
困
難
に

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
に
「
で
ん
で
ん
だ
い
こ
に
ひ
よ
う
の
ふ

え
」
と
歌
っ
て
い
る
人
も
い
た
。
今
様
を
中
心
と
す
る
歌
謡
研
究
に
大
き
な
成
果
を

あ
げ
て
い
る
植
木
朝
子
氏
の
母
上
か
ら
、
以
前
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、

茨
城
県
那
珂
湊
で
育
っ
た
小
神
野
ヨ
テ
さ
ん
（
明
治
44
年
生
）
は
、「
で
ん
で
ん
だ
い

こ
に
ひ
よ
う

．
．
．

の
笛
」
と
歌
っ
て
下
さ
っ
た
と
い
う
。
何
回
か
聴
き
直
し
て
「
し
よ
う

．
．
．

の
笛
で
は
な
い
の
か
」
と
尋
ね
て
も
、
自
分
は
親
か
ら
は
っ
き
り
「
ひ
よ
う
の
笛

．
．
．
．
．

」

と
教
わ
り
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
歌
っ
て
き
た
の
だ
と
話
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
。

フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
貴
重
な
報
告
で
あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
ま
で
、
北
関
東
に
お

い
て
も
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
う
の
笛
」
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

奈
良
市
、
東
大
寺
の
近
く
に
氷
室
神
社
が
あ
る
。
枝
垂
れ
桜
で
も
有
名
な
神
社
で

あ
る
が
、
こ
の
境
内
に
は
多
く
の
石
灯
籠
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
、
本
稿

の
目
的
に
あ
っ
て
は
、
参
考
と
す
べ
き
一
基
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
（
写
真
①
参

照
）。
文
政
二
年
献
納
と
あ
っ
て
、
成
立
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
石
灯
籠
の
中

台
・
六
面
（
格
狭
間

こ

う

ざ

ま

）
に
、
当
時
の
子
ど
も
達
の
玩
具
が
彫
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
中

の
二
面
に
で
ん
で
ん
太
鼓
（
打
つ
棒
と
と
も
に
）
と
小
さ
な
喇
叭
ら
っ
ぱ

の
よ
う
な
笛
が
鮮

や
か
に
彫
ら
れ
て
い
る
。（
他
の
面
は
、
独
楽
、
弥
次
郎
兵
衛
、
凧
糸
・
巻
き
、
風
車
で

あ
る
）。
文
政
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
、
奈
良
町
の
み
な
ら
ず
、
広
く
上
方
に
も
及

ぶ
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
が
見
え
て
く
る
、
有
益
な
証
拠
資
料
で
あ
る
が
、
こ
の
子
守

歌
に
も
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。
ま
ず
笛
は
、
篠
竹
で
で
き
た
一
管
の
横
笛
で
も
な

け
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
雅
楽
笙
の
笛
の
玩
具
で
も
な
い
。
小
さ
な
ラ
ッ
パ
（
あ
る
い
は

チ
ャ
ル
メ
ラ
の
よ
う
な
笛
）
で
あ
ろ
う
。「
で
ん
で
ん
太
鼓
」
と
並
べ
て
一
対
と
し
て

彫
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、「
ひ
よ
う
の
ふ
え
」
は
「
ひ
ょ
う
の
笛
」
で
あ

り
、
笛
は
ラ
ッ
パ
の
よ
う
な
タ
テ
笛
の
こ
と
と
し
て
認
識
し
て
歌
い
か
つ
伝
承
し
て

い
た
こ
と
も
、
一
つ
の
事
実
と
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ

と
を
確
認
さ
せ
る
絵
柄
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
格
狭
間
か
ら
、
上
方
に
お
け
る

一
つ
の
理
解
と
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り
す
る
。
因
み
に
近
松
門
左
衛
門
作
『
国
性
爺

合
戦
』（
正
徳
五
年
初
演
）
・
第
二
に
お
い
て
、「
ら
っ
ぱ
・
ち
や
る
め
ら
」
の
音
を
、

ひ
や
う
ひ
や
う

．
．
．
．
．
．

と
こ
そ
聞
こ
え
け
れ

と
書
い
て
い
る
こ
と
も
添
え
て
お
い
て
よ
い
。
平
出
樫
二
郎
『
東
京
風
俗
志
』u

下
巻
、
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玩
具
の
絵
の
中
に
も
、
一
管
の
横
笛
と
と
も
に
ラ
ッ
パ
の
お
も
ち
ゃ
が
並
ん
で
い
る
。

ひ
よ
う
の
笛
で
あ
る
。

加
え
て
「
で
ん
で
ん
太
鼓
」
も
、
石
灯
籠
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
柄
の
あ
る
手

太
鼓
で
、
中
に
は
三
つ
巴
の
模
様
が
あ
る
。
片
側
に
描
か
れ
て
い
る
バ
チ
棒
で
、
で

ん
で
ん
と
叩
い
て
遊
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。『
童
謡
古
謡
』
他
で
も
続
い
て
「
お
き
上

り
小
法
師
に
振
り
鼓
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
振
り
鼓
（
雅
楽
の
振
り
鼓
に
似
せ
て
作
っ

た
玩
具
。
小
型
太
鼓
を
直
角
に
重
ね
て
、
柄
と
な
る
棒
で
貫
き
、
太
鼓
面
の
横
に
、
珠
・
豆

な
ど
を
糸
で
結
ん
で
付
け
て
、
左
右
に
く
る
く
る
振
る
と
鼓
面
に
当
っ
て
鳴
る
）
が
出
る
の

で
、「
で
ん
で
ん
太
鼓
」
は
む
し
ろ
そ
の
石
灯
籠
に
描
か
れ
た
よ
う
な
太
鼓
を
言
う

と
見
て
お
い
て
よ
い
。「
振
り
鼓
」
は
振
っ
て
鳴
ら
す
。「
で
ん
で
ん
太
鼓
」
は
叩
い

て
鳴
ら
す
。
こ
れ
で
た
の
し
い
四
種
の
玩
具
が
揃
っ
た
の
で
あ
る
。

「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
笙
の
笛
」
と
理
解
し
た
伝
承
が
日
本
全
土
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
こ
れ
で
、
す
で
に
国
民
の
常
識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
っ
て
一
つ
の
型

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
笙
の
笛
と
な
る
以
前
、
つ
ま
り
よ
り
原
初
的
で
本
来
の
伝

承
の
有
力
な
型
は
、「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
う
の
笛
」
で
あ
っ
た
と
見
て
お
い
て

よ
い
の
で
あ
る
。「
で
ん
で
ん
と
鳴
る
太
鼓
」
と
「
ひ
よ
う
と
鳴
る
笛
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

さ
て
、
さ
ら
に
加
え
て
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
ん

．
．
．

の
笛
」
の
伝
承
が
あ
る
こ
と

に
も
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
前
、「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
う
の
笛
」
の
本
稿
の
元
に
な
る
短
文
を
外
村
南

都
子
教
授
に
お
送
り
す
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
返
信
で
「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ

よ
ん
の
笛
」
と
歌
う
系
統
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
お
知
り
合
い
の

遠
藤
洋
子
氏
が
持
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
と
い
う
「
ひ
よ
ん
の
実
」
を
届
け
て
下
さ
っ

た
こ
と
が
あ
る
。（
写
真
②
参
照
）
早
速
植
物
図
鑑
を
見
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書

か
れ
て
あ
る
。「
イ
ス
ノ
キ
」
は
別
に
「
ヒ
ヨ
ン
ノ
キ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、
本

州
西
南
部
・
四
国
・
九
州
の
山
中
に
自
生
す
る
常
緑
高
木
で
、
ま
ん
さ
く
科
。
大
き

な
も
の
は
高
さ
20
メ
ー
ト
ル
、
幹
の
直
径
一
メ
ー
ト
ル
内
外
に
達
す
る
。
時
折
、
大

き
な
虫
え
い
を
作
り
、
子
供
が
そ
の
孔
を
吹
い
て
笛
に
す
る
。
ヒ
ョ
ン
ノ
木
は
そ
の

虫
え
い
を
吹
く
時
、
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
鳴
る
音
に
も
と
ず
く
名
で
あ
る
、
と
説
明
が

あ
る
。
中
●

ち
ゅ
う
え
い
は
木
の
枝
な
ど
に
昆
虫
が
産
卵
あ
る
い
は
寄
生
し
た
た
め
に
出
来
た
虫

瘤
。
説
明
が
あ
る
よ
う
に
、
吹
く
と
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
美
し
い
音
が
出
る
。『
大
和

本
草
』
・
十
二
雑
木
の
項
に
は
「
蚊
子
樹
。
ヒ
ョ
ン
ノ
木
ト
云
。
其
実
蚊
ノ
ヤ
ド
リ

ト
云
。
内
ム
ナ
シ
。
長
一
、
二
寸
。
西
土
俗
、
猿
瓢
ト
云
…
」。『
和
漢
三
才
図
会
』

も
「
俗
云
此
與
牟
乃
木
、
其
木
名
伊
須
」
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
『
俚
言
集

覧
』
は
「
ヒ
ヨ
ン
」
の
項
目
で
『
物
類
稱
呼
』
を
引
き
、
蚊
子
木
を
尾
州
に
て
キ
ヒ

ヨ
ン
と
云
い
、
そ
の
虫
の
巣
を
、
駿
州
に
て
は
祭
礼
の
笛
に
し
て
吹
く
所
が
あ
る
と

言
う
。

「
で
ん
で
ん
太
鼓
に
ひ
よ
ん
の
笛
」
の
系
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
加
え
て
お
い
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
「
ひ
よ
ん
」
と
表
現
す
る
系
統
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
「
ひ
よ

ん
と
鳴
る
笛
」
で
あ
る
か
ら
、
笛
の
音
の
形
容
で
あ
っ
た
。「
ひ
よ
う
の
笛
」
も

「
ひ
よ
ん
の
笛
」
も
同
系
統
の
う
た
い
ぶ
り
で
あ
る
。
た
だ
し
「
ひ
よ
ん
の
笛
」
は
、

イ
ス
ノ
キ
の
虫
●
の
笛
の
こ
と
で
具
体
的
で
あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
「
ひ
よ
う
の
笛
」

よ
り
も
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、「
笙
の
笛
」
で
は
な
く
、
そ
の

音
の
形
容
と
し
て
の
、
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
鳴
る
笛
と
い
う
意
味
で
は
、「
ひ
ょ
う
の

笛
」
と
見
る
説
を
さ
さ
え
る
事
例
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

な
お
こ
の
ヒ
ョ
ン
の
笛
の
事
は
、
壷
井
栄
『
母
の
な
い
子
と
子
の
な
い
母
と
』

（
昭
和
26
年
刊
。
昭
和
23
年
に
は
、
毎
日
小
学
生
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
）
の
中
に
描
か
れ
て

い
る
。
子
ど
も
達
が
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
の
で
引
用
し
て
お
き
た

い
。

「
な
ん
て
ま
あ
、
捨
ち
ゃ
ん
そ
っ
く
り
の
顔
だ
ろ
う
ね
。
む
か
ー
し
そ
ん
な
顔

を
し
て
笑
っ
た
わ
。
四
万
八
千
日
ま
い
り
に
、
い
っ
し
ょ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
よ
。
ヒ
ョ
ン
の
実
と
っ
た
わ
。
そ
の
と
き
チ
ロ
ち
ゃ
ん
も
と
っ
て
く
る
と
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い
い
」

「
ヒ
ョ
ン
て
な
に
？
」

「
そ
ん
な
木
が
あ
る
の
よ
。
史
郎
ち
ゃ
ん
に
き
く
と
い
い
」（
中
略
）

観
音
山
に
つ
く
と
、
ふ
た
り
は
ま
っ
さ
き
に
ヒ
ョ
ン
の
木
の
ほ
う
に
は
し
り
ま

し
た
。
な
ん
と
し
た
こ
と
か
、
笹
一
は
も
う
ず
っ
と
さ
き
に
き
て
い
た
ら
し
く
、

ヒ
ョ
ン
の
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
き
ま
す
。

ヒ
ョ
ン
の
笛
が
、
子
ど
も
達
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
大
切
な
玩
具
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
小
説
の
舞
台
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
瀬
戸
内
海
・
小
豆
島
で
あ

る
。

﹇
四
﹈

こ
の
寝
さ
せ
歌
は
、「
こ
ろ

く
や
引
ま
の
う
引
さ
ぎ
は
引
…
」
か
ら
、
兎
の
耳
の

長
い
理
由
を
う
た
う
第
二
段
。「
あ
引
す
は
疾
う
か
ら
お
ひ
ん
な
れ
引
…
」
か
ら
最
後

ま
で
、
目
ざ
め
た
と
き
の
馳
走
の
た
の
し
み
を
歌
う
の
が
第
三
段
で
あ
る
。
第
二
段

は
特
に
独
立
し
て
歌
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
明
治
期
以
降
も
、「
あ
れ
は
母
の
つ
は

り
に
　
枇
杷
の
葉
好
ん
で
そ
れ
で
耳
が
長
い
ぞ
」（
岡
山
県
）、「
お
母
さ
ん
の
お
な
か

に
居
る
う
ち
に
　
柳
の
若
芽
を
た
べ
た
の
で
」（
福
島
県
）、「
お
っ
か
さ
ん
の
お
な
か

に
居
た
時
に
、
椎
の
実
榧
の
実
た
べ
た
か
ら
」（
千
葉
県
）、「
お
母
さ
ん
の
お
な
か
に

い
る
時
に
　
枇
杷
の
葉
笹
の
葉
た
べ
た
そ
な
…
」（
島
根
県
）
な
ど
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
な
し
て
耳
が
長
い
か
　
谷
ん
で
生
ま
れ
て
畝
で
育
っ
て
、
谷
の
そ
も
聞
き
た

し
畝
の
そ
も
聞
き
た
し
　
そ
れ
で
耳
が
長
い
よ
」（
広
島
県
）
の
よ
う
に
理
由
を
歌
う

も
の
も
あ
る
。
こ
の
広
島
県
の
歌
は
、
同
地
方
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
中
国
地
方

田
植
歌
（
田
植
草
紙
系
歌
謡
）
と
し
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
背
後

に
、
広
島
・
島
根
両
県
山
間
部
に
残
る
、「
山
の
神
は
兎
に
乗
っ
て
山
々
を
巡
り

木
々
に
若
芽
を
授
け
て
ゆ
く
」
と
い
う
俗
信
が
あ
る
。
第
三
段
の
「
お
ひ
ん
な
れ
」

は
、
目
を
醒
ま
せ
な
さ
い
。
起
き
な
さ
い
の
意
（「
オ
ヒ
ン
ま
た
は
ヲ
ヒ
ル
　
貴
人
が
眠

り
か
ら
目
を
さ
ま
す
と
か
、
起
き
上
が
る
と
か
す
る
こ
と
。
婦
人
語
」〈
日
葡
辞
書
〉）。

『
幼
稚
遊
昔
雛
形
』（
天
保
15
年
刊
）
で
は
、
子
守
唄
と
し
て
、
こ
の
寝
さ
せ
歌
に

相
当
す
る
第
一
段
と
第
三
段
に
加
え
て
、

や
ァ
ま
で
木
の
か
ず
か
や
の
か
ず
　
し
ち
り
が
は
ま
で
は
す
な
の
か
ず
　
ひ
ょ

う
た
ん
ば
た
け
ぢ
ゃ
け
し
の
か
ず
ゥ
　
ね
ん
ね
こ

く
ね
ん
ね
こ
よ
ゥ

と
歌
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
比
う
た
を
う
た
ふ
に
は
　
す
こ
し
か
ら
だ
を
ゆ
す
り
な

が
ら
」
と
し
、「
い
か
な
る
な
き
む
し
も
　
ね
る
こ
と
め
う
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。

注q

新
日
本
古
典
文
学
大
系
62
『
田
植
草
紙
　
山
家
鳥
虫
歌
　
鄙
廼
一
曲
　
琉
歌
百
控
』

（
岩
波
書
店
）
所
収
、
真
鍋
昌
弘
校
注
「
童
謡
古
謡
」。

w

こ
の
子
守
歌
の
事
例
・
考
証
は
、
真
鍋
昌
弘
『
中
世
近
世
歌
謡
の
研
究
』（
昭
和
57

年
。
桜
楓
社
）
に
所
収
）。

e

真
鍋
昌
弘
『
日
本
歌
謡
の
研
究
―
閑
吟
集
以
後
―
』（
平
成
４
年
。
桜
楓
社
）
・

Ⅱ
・
順
礼
歌
謡
と
浄
瑠
璃
作
品
の
章
参
照
。

r

平
成
３
年
刊
（
東
方
出
版
）。

t

右
田
伊
佐
雄
氏
は
こ
の
後
、
平
成
４
年
に
『
手
ま
り
と
手
ま
り
歌
』（
東
方
出
版
）

を
上
梓
さ
れ
た
が
、
同
年
６
月
逝
去
さ
れ
た
。

y

新
潮
社
日
本
古
典
集
成
『
説
経
集
』。
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』（
平
凡
社
）。
と
も
に

不
詳
と
し
て
い
る
。

u

明
治
35
年
刊
（
冨
山
房
）

（
関
西
外
国
語
大
学
教
授
）
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