
（1）

　
　

一
、
歌
謡
の
読
み
下
し
本
文

　
『
丹
後
国
風
土
記
』
の
水
の
江
の
浦
の
嶼し
ま

子こ

譚
に
は
、
物
語
の
地
の
文
の
後

に
、
五
首
の
歌
謡
が
置
か
れ
て
い
る
。
地
の
文
の
末
尾
の
書
き
下
し
本
文
に
つ

づ
け
て
、
歌
謡
の
読
み
下
し
本
文
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
（
本
文
は
、
日

本
古
典
文
学
大
系
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
風
土
記

（
注
１
）』
を
参
照
し
て
記

す
。
歌
謡
に
は
考
察
の
便
宜
上
、
ロ
ー
マ
数
字
を
付
す
る
）。

‥
‥
嶼し
ま

子こ

、
即
ち
期ち
ぎ
り要
に
乖た

違が

ひ
、
還か
へ
り
て
復ま
た

会
ひ
難か
た
き
こ
と
を
知
り
、

首か
し
らを
廻め
ぐ
ら
し
て
踟た
た
蹰ず

み
、
涙な
み
たに
咽む
せ
ひ
て
徘た
ち
も
と
ほ徊り
き
。
こ
こ
に
、
涙
を
拭の
ご
ひ

て
哥う
た
ひ
し
く
、

　
　

Ⅰ
常と

こ
世よ

辺へ

に　

雲
立
ち
渡
る

　
　
　

水
の
江
の　

浦
嶼
の
子
が

　
　
　

言こ
と

持も

ち
渡
る

　
　

神か
む

女を
と
め、
遥は
る
かか
に
芳か
ぐ
はし
き
音こ
ゑ
を
飛
ば
し
て
、
哥
ひ
し
く
、

　
　

Ⅱ
大や
ま
と和

辺へ

に　

風
吹
き
上
げ
て

　
　
　

雲く
も
離ば
な
れ　

退そ

き
居を

り
と
も
よ

　
　
　

我わ

を
忘
ら
す
な

　
　

嶼
子
、
更さ
ら
に
、
恋
こ
ひ
の

望お
も
ひに
勝た

へ
ず
し
て
哥
ひ
し
く
、

　
　

Ⅲ
子
ら
に
恋
ひ　

朝あ
さ

戸と

を
開
き
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我
が
居
れ
ば　

常
世
の
浜
の

　
　
　

浪
の
音と

聞
こ
ゆ

　
　

後の

時ち

の
人
、
追
ひ
加
へ
て
哥
ひ
し
く
、

　
　

Ⅳ
水
の
江
の　

浦
嶼
の
子
が

　
　
　

玉た
ま

匣く
し
げ
　

開あ

け
ず
あ
り
せ
ば

　
　
　

ま
た
も
会
は
ま
し
を

　
　

Ⅴ
常
世
辺
に　

雲
立
ち
渡
る

　
　
　

た
ゆ
ま
く
も　

は
つ
か
ま
と
ひ
し

　
　
　

我
ぞ
悲
し
き

　

古
典
大
系
本
（
頭
注
八
）
に
は
「
浦
島
と
神
女
と
の
贈
答
三
首
は
後
人
追
和

の
歌
と
同
類
の
も
の
で
、
こ
の
伝
承
に
本
来
あ
っ
た
歌
で
な
く
、
伝
承
を
脚
色

す
る
た
め
に
他
の
伝
承
の
歌
ま
た
は
後
の
制
作
の
歌
を
添
え
利
用
し
た
も
の
。」

と
捉
え
て
い
る
。以
下
、こ
の
こ
と
を
、一
首
ず
つ
読
み
解
き
な
が
ら
考
え
た
い
。

　
　

二
、
歌
謡
の
読
解
と
把
握

　

Ⅰ
の
歌
謡
は
嶼
子
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
で
、「
常
世
の
方
に
向
か
っ
て
雲
が

立
ち
渡
っ
て
い
る
。
水
の
江
の
浦
嶼
の
子（

注
２
）の
神
女
へ
の
言
葉
を
持
っ
て
雲
が
立

ち
渡
っ
て
い
る
。」
の
意
。「
雲
は
天
に
か
か
る
も
の
で
、
神
仙
境
を
天
上
と
し

て
詠
じ
た
歌
」（
古
典
大
系
本
）
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
神
女
が
天
上
遥は
る
かか
ら
美
し
い
声
を
響
か
せ
て
歌
っ
た
Ⅱ
の

歌
は
、「
大や
ま
と和
の
方
に
向
か
っ
て
風
が
吹
き
上
げ
て
雲
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
る

よ
う
に
、
離
れ
て
居
て
も
、
私
を
忘
れ
な
い
で
。」
の
意
。
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
歌
は
『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇
条
の
黒く
ろ

日ひ

売め

が
仁
徳
天
皇
に
向
け

て
詠
ん
だ「
大や
ま
と和
へ
に
西に

風し

吹
き
上
げ
て
雲く
も
離ば
な
れ
退そ

き
居
り
と
も
我
忘
れ
め
や
」

（
五
十
五
番
歌
）
を
若
干
改
変
し
た
歌
で
あ
る
。

　

Ⅰ
の
歌
謡
に
つ
い
て
、
新
編
古
典
全
集
に
「
人
物
呼
称
に
お
い
て
本
文
中
で

は
一
貫
し
て
「
嶼
子
」
で
あ
っ
た
も
の
が
歌
詠
中
で
は
『
う
ら
し
ま
』
と
な
っ

て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
「
後
補
に
起
因
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か

に
歌
謡
に
は
仮
名
書
き
で
「
美み

頭づ

能の

睿へ

能の　

宇う

良ら

志し

麻ま

能の

古こ

」
と
あ
り
、
地
の

本
文
中
の「
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
」（
原
文「
水
江
浦
嶼
子
」）と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
新
編
古
典
全
集
に
説
く
よ
う
に
、
歌
謡
が
後
補
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
嶼
子
の
立
場
で
の
歌
謡
Ⅰ
を
立
ち
上
げ
る
先
掲
の

地
の
文
「
嶼
子
、
即
ち
期
要
に
乖
違
ひ
、
～
こ
こ
に
、
涙
を
拭
ひ
て
哥
ひ
し
く
」

と
歌
謡
Ⅰ
、
そ
し
て
歌
謡
Ⅱ
を
誘
引
す
る
地
の
文
「
神
女
、
遥
に
芳
し
き
音
を

飛
ば
し
て
、
哥
ひ
し
く
」
と
歌
謡
Ⅱ
が
後
の
補
い
で
、
歌
謡
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
も
同

様
に
考
え
ら
れ
る
（
後
述
）。

　

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、『
丹
後
国
風
土
記
』の
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
は「
嶼

子
、
即
ち
期
要
に
乖
違
ひ
て
‥
‥
」
の
直
前
の
「
‥
‥
玉
匣
を
撫な

で
て
神
女
を

感し

思た

ひ
き
。
こ
こ
に
、
嶼
子
、
前さ
き

の
日
の
期ち
ぎ
りを
忘
れ
、
忽
た
ち
ま
ちに
玉た
ま

匣く
し
げを
開ひ
ら

き
け

れ
ば
、
即
ち
瞻め
に
みざ
る
間あ
ひ
だに
、
芳か
ぐ
は蘭
し
き
体す
が
た、
風
雲
に
率し
た
がひ
て
蒼あ

天め

に
翩と
び
飛か

け
り

き
。」
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
部
分
に
見

ら
れ
る
「
風
雲
」」「
蒼
天
」
の
語
は
、
こ
の
物
語
の
本
体
部
の
最
初
の
方
の
嶼

子
と
女を
と
め娘
の
出
会
い
の
場
面
の
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女を
と
め娘
、
微ほ
ほ
咲ゑ

み
て
対こ
た
へ
け
ら
く
、
風み

流や

之び

士を

、
独
ひ
と
り
蒼う

海み

に
汎う
か
べ
り
。
近し
た
し

く
談か
た
ら
は
む
お
も
ひ
に
勝た

へ
ず
、
風
雲
の
就む
た

来き

つ
」
と
い
ひ
き
。
嶼
子
、

復ま
た

問
ひ
け
ら
く
、「
風
雲
は
何い

づ
れの

處と
こ
ろよ

り
か
来
つ
る
」
と
い
へ
ば
、
女を

と
め娘

答
へ
け
ら
く
、「
天
上
（
あ
め
）
の
仙ひ
じ
りの

家
の
人
な
り
。
請こ

ふ
ら
く
は
、君
、

な
疑
ひ
そ
。
相
談か
た
ら
ひ
て
愛う
つ
くし
み
た
ま
へ
」
と
い
ひ
き
。

の
傍
線
部
の
「
風
雲
」「
天
上
」
と
響
き
合
い
首
尾
呼
応
し
て
い
る
事
実
は
、

本
稿
の
推
定
を
保
証
す
る
。
そ
し
て
、「
嶼
子
、
期
要
に
乖た

違が

ひ
て
」
以
下
「
涙

を
拭
ひ
て
歌
ひ
し
く
」
ま
で
の
地
の
文（

注
３
）と
歌
謡
Ⅰ
と
Ⅱ
は
そ
の
首
尾
呼
応
の
尾

の
文
脈
を
維
持
す
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

歌
謡
Ⅰ
と
Ⅱ
は
、
先
掲
の
「
玉
匣
を
撫
で
て
神
女
を
感し

思た

ひ
き
。
～
芳か
ぐ
蘭は

し

き
体す
が
た、
風
雲
に
率し
た
がひ
て
蒼あ

天め

に
翩と
び

飛か

け
り
き
。」
に
描
か
れ
る
嶼
子
の
状
況
に

深
い
あ
わ
れ
を
感
じ
た
人
物
が
恋
の
思
い
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
添
加
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
歌
謡
Ⅰ
で
、
雲
は
嶼
子
の
「
芳か
ぐ

蘭は

し
き
体
」
の

み
な
ら
ず
嶼
子
の
神
女
へ
の
言
葉
を
持
っ
て
立
ち
渡
っ
て
い
る
と
嶼
子
の
立
場

に
立
っ
て
詠
み（

注
４
）、
歌
謡
Ⅱ
で
は
、
そ
の
言
葉
を
受
け
た
神
女
が
天
上
か
ら
「
芳

し
き
音こ
ゑ
」
を
飛
ば
し
て
、
風
が
吹
き
上
げ
て
雲
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
よ
う
に

離
れ
て
居
て
も
、
私
を
忘
れ
な
い
で
と
切
な
い
心
情
を
神
女
の
立
場
で
歌
う
の

で
あ
る
。「
風
吹
き
あ
げ
て
雲
離
れ
」
の
表
現
は
、本
文
の
先
掲
箇
所
の
「
風
雲
」

を
受
け
て
展
開
し
た
形
の
表
現
で
、
仁
徳
記
の
黒
日
売
の
歌
謡
が
改
変
転
用
さ

れ
た
の
も
、
そ
の
展
開
の
意
図
に
か
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅲ
の
歌
謡
は
嶼
子
の
立
場
で
の
歌
で
、「
神
女
に
恋
い
、
独
り
夜
を
明
か
し

朝
戸
を
開
け
て
た
た
ず
ん
で
居
る
と
、
常
世
の
浜
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
音
が
聞

こ
え
る
。」
の
意
。
神
女
の
歌
謡
Ⅱ
の
「
大
和
辺
に
風
吹
き
上
げ
て
雲
離
れ
退そ

き
居
り

4

4

と
も
よ
」を
受
け
て「
子
ら
に
恋
ひ
朝
戸
を
開
き
我
が
居
れ
ば

4

4

4

4

4

」と
詠
み
、

歌
謡
Ⅱ
を
誘
引
す
る
地
の
文
の
「
芳
し
き
音こ

ゑ
」
と
そ
の
具
現
で
あ
る
歌
謡
Ⅱ
そ

の
も
の
に
対
し
て
、「
常
世
の
浜
の
浪
の
音

4

4

4

聞
こ
ゆ
」
と
応
じ
て
、
も
は
や
神

女
の
「
芳
し
き
音こ
ゑ

」
は
聞
こ
え
ず
、
た
だ
常
世
の
浜
の
浪
の
音
だ
け
が
空
し
く

聞
こ
え
る
旨
を
述
べ
て
、
嶼
子
と
神
女
の
贈
答
三
首
の
群
を
し
め
括
っ
て
い
る

点
に
文
学
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

　

古
典
大
系
本
に
「
こ
の
歌
で
は
神
仙
境
を
天
上
と
せ
ず
に
海
の
彼
方
と
し
て

い
る
。
前
の
二
首
と
異
な
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
本
体
部

が
海
中
の
「
蓬
と
こ
よ

山の
く
に」（「

仙と
こ
よ都

」「
神と

こ
よ仙

の
堺く

に
」
と
も
）
を
舞
台
と
す
る
こ
と
に

応
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

歌
謡
Ⅲ
を
導
く
地
の
文
の
原
文
「
更
」
は
「
ま
た
」
と
訓よ

ま
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
こ
こ
は
嶼
子
と
神
女
の
贈
答
を
し
め
括
る
意
味
あ
い
を
持
っ
て
用
い
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
更さ
ら
に
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
。「
更
に
」
は

万
葉
集
に
例
が
あ
り
（
巻
三
・
四
七
〇
～
四
七
四
番
歌
題
詞
、
巻
四
・
七
四
一
～

七
五
五
番
歌
題
詞
、
七
六
七
～
七
六
八
番
歌
題
詞
、
巻
五
・
八
五
五
～
八
五
七

番
歌
題
詞
、
八
五
八
～
八
六
〇
番
歌
題
詞
な
ど
）、「
前
か
ら
続
い
て
き
た
歌

群
の
ま
と
め
を
示
す
語
」（
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注　

二（
注
５
）』
巻
四
・
七
四
一
～

七
五
五
番
歌
題
詞
の
「
更
に
」
の
釋
文
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

こ
の
Ⅲ
の
歌
謡
も
、
Ⅰ
・
Ⅱ
の
歌
謡
を
成
し
た
人
物
と
同
じ
人
物
の
詠
作
と
見

ら
れ
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、「
更
に
」歌
わ
れ
た
嶼
子
の
立
場
で
の
歌
謡
Ⅲ
の
あ
と
に
、

「
後の

時ち

の
人
」
の
「
追
加
」
歌
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
も
万
葉

集
に
見
出
せ
る
。
先
に
歌
番
号
の
み
を
掲
げ
た
が
、
巻
五
の
「
松
浦
川
に
遊
ぶ

序
」
の
蓬
客
（
さ
す
ら
い
の
旅
び
と
）
と
松
浦
川
の
川
べ
り
で
魚
を
釣
っ
て
い

た
神
仙
の
娘を
と
め子
た
ち
と
の
贈
答
歌
群（
序
文
＋
八
五
三
～
八
六
〇
番
歌
）と「
後

人
の
追
和
す
る
歌
三
首
」（
八
六
一
～
八
六
三
番
歌
）
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を
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具
体
的
に
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
。

　

１
、
序
文

　

２
、
蓬
客
の
贈
歌
（
八
五
三
番
歌
）

　

３
、
娘
子
の
答
歌
（
八
五
四
番
歌
）

　

４
、
蓬
客
の
更
に
贈
る
歌
（
八
五
五
～
八
五
七
番
歌
）

　

５
、
娘
子
ら
が
更
に
報
ふ
る
歌
三
首
（
八
五
八
～
八
六
〇
番
歌
）

　

６
、
後
人
の
追
和
す
る
歌
三
首　

帥
老
（
八
六
一
～
八
六
三
番
歌
）

　

１
～
５
の
歌
は
大
宰
帥
大
伴
旅
人
の
作
と
覚
し
い
。
４
と
５
の
「
更
に
」
の

増
報
で
歌
群
が
ま
と
め
ら
れ
た
あ
と
に
、
６
の
後
人
追
和
の
歌（

注
６
）が
置
か
れ
て
い

る
。
こ
の
歌
も
歌
の
下
に「
帥
老
」（
大
宰
帥
大
伴
旅
人
を
い
う
尊
称
）と
あ
り
、

旅
人
の
作
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、６
は
後
人
に
仮
装
し
た
歌（『
萬
葉
集
釋
注
三
』）

な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
万
葉
集
歌
の
同
一
歌
群
の
「
更
に
」
詠
ん
だ
歌
と
「
後
人
追

和
」
の
歌
の
在
り
方
を
心
得
た
人
物
が
、
嶼
子
の
立
場
で
更
に
神
女
へ
の
恋
の

思
い
を
詠
ん
だ
歌
の
あ
と
に
、「
後の

時ち

の
人
」
の
「
追
加
」
歌
（
歌
謡
Ⅳ
と
Ⅴ
）

を
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
後
時
の
人
」
の
「
追
加
」
歌
Ⅳ
・
Ⅴ

も
、
歌
謡
Ⅰ
～
Ⅲ
と
同
じ
人
物
の
手
に
な
る
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

　
「
後
時
の
人
」
の
「
追
加
」
歌
Ⅳ
・
Ⅴ
を
検
討
し
て
ゆ
け
ば
、
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
べ
き
か
、
お
の
ず
と
結
論
が
導
か
れ
て
こ
よ
う
。

　

歌
謡
Ⅳ
は
、
第
三
者
の
立
場
で
の
反
実
仮
想
の
歌
で
、「
水
の
江
の
浦
嶼
の

子
が
持
っ
て
い
た
玉
匣く
し
げ、

そ
の
玉
匣
を
開
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
一
度
神

女
に
逢
う
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
」
の
意
。
Ⅰ
の
歌
謡
の
「
水
の
江
の
浦
嶼
の

子
が
言こ
と
」
を
受
け
て
、
物
語
本
文
中
の

女を
と
め娘

、
玉た

ま

匣く
し
げを

取
り
て
嶼
子
に
授さ

づ
け
て
謂い

ひ
け
ら
く
、「
君
、
終つ

ひ
に
賤わ

妾れ

を
遺わ

す
れ
ず
し
て
、
眷

か
へ
り
み

尋
ね
む
と
な
ら
ば
、
堅か

た
く
匣
を
握と

り
て
、
慎ゆ

め
な
開

き
見
た
ま
ひ
そ
」
と
い
ひ
き
。

の
女
娘
の
言
葉
を
想
起
し
、「
嶼
子
、
前
の
日
の
期
を
忘
れ
、
忽
に
玉
匣
を
開

き
け
れ
ば
」
以
下
の
記
述
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

次
の
歌
謡
Ⅴ
は
、「
神
女
を
思
う
心
に
弛ゆ
る
み
が
あ
っ
て
、
僅
に
心
迷
い
し
て

玉
匣
を
開
け
て
し
ま
っ
た
私
は
、
悲
し
い
こ
と
よ
。」
の
意
。
Ⅰ
の
「
常
世
辺

に
雲
立
ち
渡
る
」
を
上
二
句
に
そ
の
ま
ま
受
け
た
浦
嶼
の
子
の
立
場
の
歌
で
、

Ⅳ
の
歌
謡
と
同
様
に
「
玉
匣
」
を
開
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
嶼

子
自
身
を
悲
し
ん
で
い
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
歌
謡
Ⅳ
と
Ⅴ
は
、
歌
謡
Ⅰ
の
表
現
を
受
け
て
、
一
連
の
歌

群
を
ま
と
め
収
め
て
い
る
。
改
め
て
表
現
の
関
連
を
具
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
（
歌
謡
Ⅰ
と
Ⅳ
・
Ⅴ
の
内
側
に
あ
る
神
女
の
歌
謡
Ⅱ
の
「
退
き
居
り
」

と
嶼
子
の
歌
謡
Ⅲ
の
「
我
が
居
れ
ば
」
が
対
応
し
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
歌
謡
が
対
応
し

て
い
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
）。
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常
世
辺
に　

雲
立
ち
渡
る

　
　
　

水
の
江
の　

浦
嶼
の
子
が

　
　
　

言
持
ち
渡
る
（
Ⅰ
）

　
　
　

水
の
江
の　

浦
嶼
の
子
が

　
　
　

玉
匣　

開
け
ず
あ
り
せ
ば

　
　
　

ま
た
も
会
は
ま
し
を
（
Ⅳ
）

　
　
　

常
世
辺
に　

雲
立
ち
渡
る

　
　
　

た
ゆ
ま
く
も　

は
つ
か
ま
と
ひ
し

　
　
　

我
ぞ
悲
し
き
（
Ⅴ
）

Ⅰ
の
内
側
の
表
現
（
第
三
・
四
句
）
に
内
側
の
歌
Ⅳ
を
対
応
さ
せ
、
Ⅰ
の
外
側

の
表
現
（
第
一
・
二
句
）
に
外
側
の
歌
Ⅴ
を
対
応
さ
せ
た
も
の
で
、
Ⅰ
の
歌

謡
を
軸
に
Ⅳ
・
Ⅴ
の
歌
謡
が
波
紋
状
に
広
が
る
図
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ

は
、
万
葉
集
の
歌
群
構
成
に
見
ら
れ
る
波
紋
型
対
応
構
成
（
巻
四
・
四
九
六
～

四
九
九
番
歌
な
ど
多
数
）
と
同
様
の
構
成
意
識
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
群
の
構
成
に
お
け
る
「
更
に
」
と
「
後
時
の
人
」
の
「
追

加
」
歌
の
関
連
の
み
な
ら
ず
、
歌
群
の
歌
と
歌
と
の
波
紋
型
対
応
の
面
に
お
い

て
も
、
万
葉
集
と
の
密
接
な
関
連
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
、
歌
謡
の
原
文
表
記
と
万
葉
集
歌
の
表
現
の
原
文
表
記
と
の
関
連

　

当
該
歌
謡
と
万
葉
集
の
歌
と
の
密
接
な
関
連
は
、
歌
群
の
構
成
手
法
の
面
の

他
に
、
歌
の
表
現
の
原
文
表
記
の
面
に
お
い
て
も
看
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
各

歌
謡
の
表
現
の
原
文
表
記
ご
と
に
そ
れ
と
同
じ
原
文
表
記
を
も
つ
万
葉
集
歌
の

歌
番
号
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
傍
線
を
引
い
た
歌
番
号
の
歌
は
大

伴
家
持
歌
）。

　

Ⅰ
・「
等
許
余
」

　
　
　

巻
十
八
・
四
〇
六
三
番
歌

　
　

・「
久
母
」

巻
十
四
・
三
四
〇
九
、
三
五
一
二
、
巻
十
五
・
三
六
〇
二
、
巻
十
七
・
四
〇

〇
三
、四
〇
一
一
、
巻
十
八
・
四
一
二
二
、
巻
二
十
・
四
二
九
六
、四
四
一

〇
番
歌

　
　

・「
多
知
和
多
」（
立
ち
渡
）

巻
五
・
七
九
九
、八
三
九
、
巻
十
八
・
四
一
二
二
、
巻
十
九
・
四
一
六
三
、

巻
二
十
・
四
三
一
〇
番
歌

　
　

・「
許
等
」

巻
十
四
・
三
三
九
八
、三
五
〇
一
、三
五
二
五
、三
六
九
五
、三
七
四
三
、

三
七
六
三
、
巻
十
七
・
三
九
六
九
、四
〇
一
一
、
巻
十
八
・
四
一
〇
六
番
歌

　
　

・「
母
知
」

巻
十
四
・
三
五
六
七
、
巻
十
五
・
三
五
七
九
、三
七
七
八
、
巻
十
七
・
三
九

九
三
、四
〇
〇
六
、
巻
十
八
・
四
〇
九
四
（
二
例
）、
四
一
一
六
、
巻

二
十
・
四
三
三
一
、四
三
五
六
、四
四
四
九
番
歌

　

Ⅱ
・「
夜
麻
等
」

巻
十
五
・
三
六
〇
八
番
歌
異
伝

　
　

・「
加
是
」

巻
十
五
・
三
六
一
六
、
巻
二
十
・
四
三
五
三
、四
五
一
四
番
歌
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・「
久
母
婆
奈
礼
」

巻
十
五
・
三
六
九
一
番
歌
「
久
毛
婆
奈
礼
」

　
　

・「
和
須
良
須
奈
」

巻
十
四
・
三
四
五
七
番
歌

　

Ⅲ
・「
古
良
」

巻
五
・
八
五
六
、
巻
十
八
・
四
一
二
五
（
二
例
）、
四
一
二
七
、
巻
二
十
・

四
四
〇
一
、四
四
三
六
番
歌

　
　

・「
古
非
」（「
恋
ひ
」
動
詞
連
用
形
）

巻
十
四
・
三
三
七
六
、三
四
一
五
、三
四
三
三
、三
四
七
五
、三
四
七
七
、

三
五
〇
八
、三
五
六
六
、三
五
六
八
、
巻
十
五
・
三
六
六
八
、三
六
六
九
、

三
六
七
〇
、三
六
八
三
、三
七
一
八
、三
七
二
六
、三
七
三
九
、三
七
四
二
、

三
七
四
七
、三
七
四
八
、三
七
五
二
、三
七
八
〇
、
巻
十
七
・
三
九
三
九
、

三
九
七
〇
、三
九
七
三
、三
九
七
五
、
巻
十
八
・
四
〇
五
一
、四
〇
六
九
、

巻
十
九
・
四
二
二
〇
、
巻
二
十
・
四
三
四
七
、四
四
一
二
、四
四
四
五
番
歌

　
　

・「
比
良
企
」

巻
五
・
八
〇
四
（
意
斯
比
良
伎
）、
巻
二
十
・
四
四
六
五
番
歌
（
比
良
伎
）

　
　

・「
波
麻
」

巻
十
四
・
三
三
五
九
、三
五
三
三
、
巻
十
五
・
三
六
二
七
、三
六
三
二
、

三
七
二
一
、
巻
十
七
・
三
九
九
四
、
巻
二
十
・
四
三
六
〇
、四
三
七
九
、

四
四
一
一
、四
四
五
七
番
歌

　
　

・「
奈
美
」

巻
十
四
・
三
三
四
九
、三
三
八
五
、三
四
一
三
、三
五
五
〇
、
巻
十
五
・

三
六
〇
九
、三
六
六
〇
、三
六
九
一
、三
七
〇
九
、
巻
十
七
・
三
九
五
九
、

三
九
八
六
、
巻
十
八
・
四
〇
三
二
、四
〇
三
三
番
歌

　

Ⅳ
・「
世せ

波ば

」

　
　
　

巻
八
・
一
四
九
七
、
巻
十
・
二
一
四
八
、
巻
十
四
・
三
五
四
五
番
歌

　
　

・「
麻
多
母
」

　
　
　

巻
十
五
・
三
六
一
九
、三
七
一
〇
番
歌

　
　

・「
阿
波
」

巻
四
・
五
二
二
、
巻
五
・
八
〇
九
、八
三
五
、
巻
十
四
・
三
三
五
五
、三
三

六
四
、三
四
八
二
番
歌
或
本
歌

　
　

・「
麻
志
」

　
　
　

巻
四
・
五
三
九
、
巻
五
・
八
八
六
、八
八
九
、
巻
八
・
一
四
九
七
番
歌

　

Ⅴ
・「
加
奈
志
企
」

　
　
　

巻
二
十
・
四
三
九
一
番
歌

　

そ
の
他
、
Ⅲ
の
歌
謡
の
「
阿
佐
刀
」
と
一
字
違
い
の
「
安
佐
刀
」
が
巻

二
十
・
四
四
〇
八
番
歌
（
家
持
歌
）
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
Ⅱ
の
「
布ふ

企き

」、「
所そ

企き

」、
Ⅲ
の
「
比
良
企
」、「
企
許
由
」、
Ⅴ
の
「
加

奈
志
企
」
の
よ
う
に
動
詞
の
活
用
形
や
動
詞
の
語
幹
、
形
容
詞
の
活
用
形
に
用

い
ら
れ
て
い
る
「
き
」
の
仮
名
「
企
」
は
、
万
葉
集
で
は
巻
五
に
の
み
「
宇
良

売
斯
企
」（
う
ら
め
し
き
、
巻
五
・
七
九
四
番
歌
）、「
企
久
」（
聞
く
、
巻
五
・

八
四
一
番
歌
）、「
企
許
斯
遠
周
」（
聞
こ
し
を
す
、
巻
五
・
八
〇
〇
番
歌
）、「
佐

企
」（
咲
き
、
巻
五
・
八
二
九
番
歌
）、「
曽
牟
企
」（
そ
む
き
、
巻
五
・
七
九
四
番

歌
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、Ⅱ
の
「
和わ

遠を

」（
我
を
）、Ⅲ
の
「
阿あ

佐さ

刀と

遠を

」（
朝
戸
を
）、Ⅳ
の
「
阿

波
麻
志
遠
」（
会
は
ま
し
を
）
の
助
詞
「
遠
」（
を
）
の
仮
名
は
、
万
葉
集
中
の

二
十
九
例
の
う
ち
十
九
例
が
巻
五
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
歌
番
号
を
掲
げ
れ
ば
、

以
下
の
と
お
り
。
八
〇
〇
、八
一
三
、八
二
五
、八
四
三
、八
五
〇
、八
六
三
、八
六

九
、八
七
二
、八
七
四
、八
七
五
、八
八
四
、八
八
五
、八
九
七
（
五
例
）、
九
〇
一
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番
歌
（
二
例
）。
う
ち
、
傍
線
の
一
首
が
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
の
歌
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
水
の
江
の
浦
嶼
子
譚
の
歌
謡
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
重
要
な

表
現
等
と
そ
の
原
文
表
記
は
、
万
葉
集
歌
の
表
現
及
び
そ
の
原
文
表
記
と
一
致

し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

前
節
の
考
察
に
お
い
て
、
当
該
歌
謡
Ⅰ
～
Ⅴ
は
、
万
葉
集
巻
五
の
「
松
浦
川

に
遊
ぶ
序
」
な
ど
の
歌
群
構
成
手
法
を
念
頭
に
据
え
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
そ
し
て
、
歌
謡
の
表
現
と
そ
の
原
文
表
記
の
面
に
お

い
て
も
、
万
葉
集
巻
五
の
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
関
係
歌
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
Ⅱ
の
歌
謡
の
原
文
表
記
「
古
良
」（
子
ら
）
が
「
松

浦
川
に
遊
ぶ
序
」
の
八
五
六
番
歌
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

ま
た
、
Ⅰ
の
歌
謡
の
「
等
許
余
」
な
ど
、
巻
十
七
～
二
十
の
大
伴
家
持
関
係

歌
二
十
七
首
三
十
一
例
（
先
掲
傍
線
を
引
い
た
歌
番
号
）
と
の
関
わ
り
も
看
て

と
れ
る
。
巻
十
八
・
四
一
二
七
番
歌
に
は
Ⅲ
の
歌
謡
と
同
様
、「
古
非
」
と
「
古

良
」
が
一
首
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　

四
、
物
語
の
冒
頭
部
と
本
体
部
の
記
載
者
と
歌
謡
・
後
補
部
の

　
　
　
　

作
者
の
推
定

　

以
上
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
の
地
の
文
の
「
嶼
子
、

即
ち
期
要
に
乖た

違が

ひ
」
以
下
、
歌
謡
Ⅴ
に
至
る
後
補
部
は
、
同
一
人
の
手
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
人
物
は
、
漢
文
を
織
り
成
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
万

葉
集
歌
の
表
現
と
原
文
表
記
、
歌
群
の
構
成
と
手
法
を
心
得
て
い
て
そ
れ
に
立

脚
す
る
歌
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
と
言
え
る
。

　

で
は
、
そ
の
人
物
は
一
体
誰
な
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
上
で
、
ま
ず

水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
の
冒
頭
部
の
「
是こ

は
旧も
と
の
宰
み
こ
と
も
ち

伊
預
部
の
馬う
ま

養か
ひ
の
連
む
ら
じ

が
記
せ
る
に
相あ
ひ

乖そ
む
く
こ
と
な
し
。
故か
れ
、
所
由
の
旨
を
略
陳
す
。」
と
記
し
て
物

語
の
本
体
部
を
記
し
た
人
物
は
誰
な
の
か
、
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
「
旧も
と

の
宰

み
こ
と
も
ち」

は
「
以
前
の
丹
波
国
守
。
和
銅
六
年
丹
波
国
か
ら
丹
後
国
の

分
立
す
る
以
前
の
国
守
。」（
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
一
七
）を
い
う
。こ
れ
は「
丹

波
の
国
」
を
基
点
と
し
て
の
捉
え
方
で
、
冒
頭
部
の
文
を
記
し
、
さ
ら
に
物
語

の
本
体
部
を
記
し
た
人
物
が
丹
波
の
国
守
で
あ
る
こ
と
を
語
り
告
げ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
伊
預
部
馬
養
の
連む
ら
じが

記
し
た
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
は
、
丹
波
国

庁
に
保
管
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
基
に
、
そ
の
物
語
を
略
陳
し
た
も

の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任　

第
一（

注
７
）』
の
「
丹
波
国
」
の
所
を
見
る

と
、『
続
日
本
紀
』
の
養
老
三
年
七
月
十
三
日
条
に
、
丹
波
国
守
正
五
位
下
小

野
朝
臣
馬
養（

注
８
）が
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
の
三
国
を
管
す
る
按
察
使（

注
９
）と
な
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
丹
後
国
を
も
管
す
る
こ
の
人
物
な
ら
ば
、
伊
預
部
馬
養
の
記
し

た
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
を
略
陳
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
一
つ
の
可
能
性
と

し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
後
、
天
平
四
年
九
月
五
日
に
従
五
位
上
石
上
乙
麻
呂
（
？
―
―
七
五
〇
）

が
丹
波
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
天
平
十
年
正
月
二
十
六
日
に
左
大
弁
に
任
ぜ
ら
れ

る
ま
で
、
約
五
年
四
カ
月
ほ
ど
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
石
上
乙
麻
呂
は
、
漢
詩
文
を
織
り
成
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
集
『
銜か
ん
悲ぴ

藻そ
う
』
二
巻
は
現
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
か
ら
『
懐
風
藻
』
に
五
言
詩
が

四
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
詩
も
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
に
藤
原
宇う
ま

合か
ひ
の
妻
久
米
連
若
売
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
て
土
佐
国
に
配
流
さ
れ
て
い
た

時
の
作
で
あ
る
。
漢
詩
文
の
み
な
ら
ず
、『
万
葉
集
』
に
二
首
の
歌
（
巻
三
・

三
六
八
、三
七
四
番
歌
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
作
者
未
詳
の
「
石
上
乙
麻
呂
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卿
、
土
佐
の
国
に
配
さ
ゆ
る
時
の
歌
三
首
」（
巻
六
・
一
〇
一
九
～
一
〇
二
一
番

歌
）
も
存
在
す
る
。

　

こ
の
石
上
乙
麻
呂
は
、
上
述
の
よ
う
に
漢
詩
文
を
織
り
成
し
、
歌
も
詠
み
成

す
人
物
で
あ
り
、水
の
江
の
浦
の
嶼
子
譚
の
後
補
部
の
漢
文
の
地
の
文
「
嶼
子
、

即
ち
期ち
ぎ
り要
に
乘た

違が

ひ
て
」
以
下
、
歌
謡
Ⅰ
～
Ⅴ
ま
で
を
織
り
成
す
文
学
創
作
の

力
を
持
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。『
懐
風
藻

）
（注

（
注

』
の
「
五
言
。
南な
ん

荒く
わ
うに
飄へ
う
寓ぐ
う
し
、

京
に
在い
ま

す
故こ

友い
う

に
贈
る
。」
の
詩
（
一
一
五
番
）
に
は
、「
遼れ

う

夐け
い

千
里
に
遊
び
、

徘
徊
寸
心
を
惜
し
む
。（「
遥
か
な
遠
い
千
里
の
他
郷
に
さ
す
ら
い
、
さ
ま
よ
っ

て
自
分
の
小
さ
い
胸
の
中
を
嘆
き
い
と
お
し
む
」
の
意
）
の
よ
う
に
後
補
部
に

見
ら
れ
る
「
徘
徊
」
の
語
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
石
上
乙
麻
呂
の
子
の
宅や
か

嗣つ
ぐ

は
、
大
伴
家
持
と
交
流
が
あ
り
、
天

平
勝
宝
五
年
の
正
月
四
日
に
宅
嗣
の
家
で
催
さ
れ
た
宴
で
の
歌
三
首
（
巻

十
九
・
四
二
八
二
～
四
二
八
四
番
歌
、
四
二
八
二
は
宅
嗣
の
歌
）
は
、
家
持
に

渡
さ
れ
万
葉
集
に
収
載
さ
れ
た
歌
群
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宅
嗣
の
父
石
上
乙

麻
呂
が
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
に
亡
く
な
る
ま
で
に
、
家
持
や
そ
の
父
大

伴
旅
人
と
交
流
を
持
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
補
部
に
、
巻
五

の
大
伴
旅
人
と
山
上
憶
良
関
係
歌
や
大
伴
家
持
歌
の
表
現
及
び
原
文
表
記
と
同

じ
表
現
・
表
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

宅
嗣
も
父
の
乙
麻
呂
と
同
じ
く
、
漢
詩
文
を
織
り
成
し
、
歌
を
詠
む
こ
と

が
で
き
た
人
物
で
、
上
述
の
よ
う
に
万
葉
集
に
歌
一
首
、『
経
国
集
』『
唐
大

和
上
東
征
伝
』
に
詩
や
賦
を
残
し
て
い
る
。
天
平
宝
字
年
間
（
七
五
七
―
―

七
六
五
）以
後
は
、淡
海
真
人
三
船
と
と
も
に
文
人
の
首
と
評
さ
れ
て
い
た（『
日

本
古
代
氏
族
人
名
辞
典

）
（（

（
注

』
な
ど
）。
こ
う
し
た
こ
と
と
、
水
の
江
の
浦
の
嶼
子

譚
の
歌
謡
の
表
現
及
び
原
文
表
記
が
万
葉
集
の
大
伴
家
持
歌
の
表
現
及
び
そ
の

原
文
表
記
と
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
宅
嗣
も
父
乙
麻

呂
の
あ
と
、
後
補
部
の
形
成
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
も
言
及
し
て
、
閣
筆
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
四
日
）

　
　

注

１
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』、秋
本
吉
郎
校
注
、昭
和
33
年
４
月
５
日
、

岩
波
書
店
発
行　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』、
植
垣
節
也
校

注
・
訳
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
〇
日
、
小
学
館
発
行

２
、
原
文
「
宇
良
志
麻
能
古
」
で
「
浦
嶼
の
子
」「
浦
嶼
」
の
言
い
方
の
初
出
。

後
の
「
浦
島
太
郎
」
の
呼
称
に
つ
な
が
る
。

３
、
物
語
の
本
体
と
後
補
部
分
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
た
め
に
「
期
要
」「
俳
徊
り
」

「
涙
を
拭
ひ
て
」
な
ど
、
物
語
本
体
部
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
用
い

て
い
る
。

４
、
歌
謡
Ⅰ
は
嶼
子
の
立
場
で
の
歌
で
あ
る
が
、「
水
の
江
の
浦
嶼
の
子
が
」

と
客
観
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
物
語
本
文
中
の
嶼
子
が
里
人
に

た
ず
ね
た
「
水
の
江
の
浦
の
嶼
子
の
家
人
は
、
今
何
處
に
か
あ
る
」
の

用
法
を
踏
ま
え
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

５
、
一
九
九
六
年
二
月
二
十
五
日
、
集
英
社
発
行

６
、
後
人
追
和
の
歌
は
巻
五
の
「
領ひ

巾れ

麾ふ
り
の
嶺み
ね
」
の
伝
説
に
拠
る
歌
群
に
も
見

ら
れ
る
。
そ
の
歌
群
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

１
、
前
文

　
　
　

２
、
八
七
一
番
歌

　
　
　

３
、
後
人
の
追
和
（
八
七
二
番
歌
）
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４
、
最
後
人
の
追
和
（
八
七
三
番
歌
）

　
　
　

５
、
最
最
後
人
の
追
和
二
首
（
八
七
四
～
八
七
五
番
歌
）　

７
、
平
成
元
年
六
月
三
十
日
、
続
群
書
類
従
完
成
会
発
行

８
、
養
老
二
年
、
少
納
言
の
時
に
遣
新
羅
大
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
三
年
二
月
に

帰
朝
し
て
い
る
（『
日
本
古
代
人
名
辞
典　

２
』、
昭
和
三
十
四
年
七
月

十
五
日
、
吉
川
弘
文
館
発
行
）。

９
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀　

二
』（
一
九
九
〇
年
九
月
二
七
日
、

岩
波
書
店
発
行
）
の
補
注
８
―
三
四
に
、
按
察
使
は
「
律
令
地
方
行
政
の

単
位
で
あ
る
道
の
範
囲
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
数
カ
国
を
ま
と
め
、
そ

の
中
の
特
定
国
の
国
司
が
兼
任
し
管
内
諸
国
の
行
政
を
監
察
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
巡
察
使
に
比
べ
帯
び
る
位
階
が
高
く
、
現
地
に
常
駐

し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

10
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻　

文
華
秀
麗
集　

本
朝
文
粹
』、
小
島
憲

之
校
注
、
昭
和
39
年
６
月
５
日
、
岩
波
書
店
発
行

11
、
一
九
九
〇
年
（
平
成
二
）
十
一
月
一
日
、
吉
川
弘
文
館
発
行

（
付
記
）

　

本
稿
は
、
都
留
文
科
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
二
〇
一
八
年
度
の
共
同
研

究
費
（
研
究
題
目
「
日
本
上
代
に
お
け
る
地
方
文
学
の
研
究
」）
に
よ
る
成
果

で
あ
る
。

受
領
日
：
二
〇
一
八
年
十
二
月
六
日

受
理
日
：
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
日
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