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筆
者
は
紫
陽
県
漢
族
の
地
域
で
歌
掛
け
歌
や
民
謡
を
採
集
し
調
査
し
て

き
た
が
、
そ
の
調
査
過
程
で
彼
ら
の
歌
に
は
虚
詞
と
よ
ば
れ
る
蝿
子
こ
と

ば
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
筆
者
は
そ
れ
ら
虚
詞
を
「
加

補
音
」
と
名
付
け
て
、
そ
れ
ら
の
は
た
ら
き
を
旋
律
や
歌
詞
の
音
数
律
と

（１）

関
わ
り
あ
る
こ
と
と
し
て
考
察
し
た
が
、
嚥
子
こ
と
ば
は
意
味
の
な
い
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
調
べ
て
い
く
と
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な
さ

そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
ま
た
、
中
国
の
口
承
文
化
の
豊

か
な
地
域
の
歌
を
見
て
い
く
と
、
雛
子
こ
と
ば
の
あ
り
よ
う
が
多
様
な
歌

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

す
る
と
、
例
え
ば
日
本
で
は
記
歌
謡
一
○
に
み
ら
れ
る
「
え
え
し
や
ご

し
や
」
は
、
「
し
や
ご
し
や
」
に
つ
い
て
は
嚇
子
こ
と
ば
の
よ
う
な
も
の

と
さ
れ
、
詳
し
い
考
察
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
え
え
し
や
ご

し
や
」
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
え
え
」
に
つ
い

て
は
特
に
何
も
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
え
え
」
と
は
一
体

何
な
の
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
が
記
歌
謡
一
○

で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
に
何
ら
か
の
変
成
作
用
が
起
き
て
い
る
か
ら

虚
詞
の
多
様
性

｜
問
題
の
所
在

ｌ
記
歌
謡
一
○
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

だ
と
す
る
こ
と
で
、
右
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

本
稿
で
用
い
る
変
成
と
い
う
用
語
は
大
浦
誠
士
氏
の
発
言
を
も
と
に
し
て

い
る
。
大
浦
氏
は
二
○
一
三
年
八
月
二
十
一
日
、
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ

ナ
ー
で
の
発
表
に
於
い
て
、
変
成
に
つ
い
て
自
身
は
変
成
岩
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
変
成
岩
は
例
え
ば
大
理
石

の
よ
う
に
石
灰
岩
が
変
成
作
用
、
つ
ま
り
高
温
と
す
さ
ま
じ
い
圧
力
に

よ
っ
て
大
理
石
に
変
成
し
た
も
の
だ
が
、
記
歌
謡
一
○
の
「
え
え
し
や
ご

し
や
」
も
あ
る
種
の
変
成
岩
の
一
部
と
設
定
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
た
ら
し

た
で
あ
ろ
う
変
成
作
用
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
高
温
、
ど
の
よ
う
な
圧

が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
、
な
ぜ
記
歌
謡
一
○
は
「
え

え
し
や
ご
し
や
」
を
記
す
の
か
に
せ
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
日
本
の
古
代
歌
謡
の
嚇
子
こ
と
ば
、
或
い
は
、
聡
子
音
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
た
め
に
、
非
文
字
文
化
の
歌
文
化
を
豊
か
に
も
つ
中
国

（２）

の
原
型
生
存
型
民
族
の
歌
資
料
や
筆
者
の
調
査
・
採
集
し
て
き
た
中
国
険

西
省
紫
陽
県
漢
族
の
歌
資
料
を
用
い
て
、
中
国
の
口
承
文
化
に
見
ら
れ
る

虚
詞
の
多
様
な
あ
り
よ
う
を
確
認
し
、
そ
れ
を
も
と
に
記
歌
謡
一
○
の
「
え

え
し
や
ご
し
や
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

飯

島

奨
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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虚詞の多様性

こ
の
土
橋
の
見
解
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
の
「
え
え
」

は
「
あ
あ
」
と
い
う
感
嘆
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
土
橋
は
「
え

え
」
に
つ
い
て
は
特
に
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
で
は
「
え
え
」
に
つ
い
て
「
エ
エ

と
発
音
せ
ず
に
、
エ
ー
と
声
を
引
い
て
発
音
せ
よ
と
い
う
注
意
書
き
で
あ

る
」
と
し
、
発
音
上
の
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
し
や

ご
し
や
」
を
「
は
や
し
詞
」
と
す
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
を
ふ
ま
え
る
と
、
記
歌
謡
一
○
に
み
ら
れ
る
「
え

え
し
や
ご
し
や
」
は
、
「
し
や
ご
し
や
」
は
嚇
子
こ
と
ば
で
、
廟
笑
の
意

（３）

記
歌
謡
一
○
で
は
右
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
土
橋
寛
は
「
え
え
」

に
つ
い
て
「
エ
エ
、
ま
た
は
エ
ー
エ
ー
で
な
く
、
エ
ー
と
」
な
る
と
し
、

「
し
や
ご
し
や
」
は
「
廟
笑
の
語
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
し
や
」
は
紀
歌
謡

（４）
一
○
の
「
あ
あ
し
や
を
」
の
「
し
や
」
と
同
じ
く
、
「
潮
罵
の
語
」
と
す
る
。

阿 豐毫薑更鬘
日 日

し し 引 引
室や士士
一一 ． 〃 し 、 ｊ 巳 、牟二壼臺

』し、〃巳、

こ - 夜 夜

蕊龍ご毫霊
・曾

○

此
五
字
以
音
○

つ
ま
り
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
「
あ
あ
し
や
ご
し
や
」
は
、
霜
に

か
か
っ
た
鯨
（
敵
を
た
と
え
る
）
を
噺
笑
す
る
言
葉
で
、
あ
あ
お

か
し
い
と
か
、
ざ
ま
あ
見
ろ
、
と
か
の
意
と
見
て
よ
い
。

’
一
先
行
研
究
の
確
認

先
に
も
述
べ
た
が
、
筆
者
は
紫
陽
県
漢
族
の
掛
け
合
い
歌
の
歌
詞
の
音

数
律
を
抽
出
す
る
作
業
過
程
か
ら
、
表
記
上
歌
詞
に
は
現
れ
な
い
が
、
歌

を
歌
う
際
に
は
現
れ
る
言
葉
の
存
在
を
確
認
し
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
さ

し
あ
た
り
「
加
補
音
」
と
名
付
け
た
。
加
補
音
と
は
、
意
味
を
持
た
な
い

言
葉
で
、
歌
詞
と
は
直
接
関
わ
り
を
持
た
な
い
言
葉
で
あ
る
。
同
様
な
も

（５）

の
に
は
、
沖
縄
の
民
謡
に
見
ら
れ
る
「
産
み
字
」
が
あ
る
。
加
補
音
の
は

た
ら
き
は
、
楽
譜
を
作
成
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
加
補
音
一

つ
一
つ
は
旋
律
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
音
を
担
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

歌
詞
は
句
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
表
す
際
に
加
補
音
の
存
在
を
必
要
と
し

な
い
の
だ
が
、
旋
律
は
加
補
音
を
必
要
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
加
補
音
は
中
国
で
は
ふ
つ
う
「
襯
詞
」
、
或
い
は
「
虚

詞
」
と
よ
ば
れ
る
。
虚
詞
は
具
体
的
な
内
容
を
も
た
ず
、
反
対
に
、
具
体

的
な
内
容
を
持
つ
の
は
、
歌
詞
、
つ
ま
り
「
実
詞
」
と
よ
ば
れ
る
。

味
が
あ
り
、
「
え
え
」
は
声
を
引
き
の
ば
し
て
「
エ
ー
」
と
発
声
す
る
音

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

す
る
と
、
わ
か
ら
な
い
の
は
、
例
え
ば
そ
の
「
エ
ー
」
は
「
エ
ー
」
な

の
か
、
そ
れ
と
も
「
エ
ー
ー
ー
ー
ー
」
な
の
か
、
ど
れ
く
ら
い
声
を
延
ば

す
の
か
。
な
ぜ
声
を
延
ば
す
も
の
だ
と
示
す
の
か
。
ま
た
、
「
し
や
ご
し
や
」

が
廟
笑
す
る
語
な
ら
ば
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
歌
わ
れ
る
「
え
え
」
と
か
「
あ

あ
」
の
こ
と
ば
に
は
廟
笑
の
意
味
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

らない。
記
歌
謡
に
み
ら
れ
る
「
え
え
」
と
か
「
あ
あ
」
と
か
い
う
聴
子
こ
と
ば

の
よ
う
な
こ
と
ば
、
或
い
は
、
音
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

三
虚
詞
と
実
詞

-３９-
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中
国
の
虚
詞
に
つ
い
て
日
本
国
内
の
研
究
を
見
て
み
る
と
、
手
塚
惠
子

（６）

の
研
究
が
大
変
興
味
深
い
・
手
塚
に
よ
れ
ば
、
中
国
少
数
民
族
の
チ
ワ
ン

族
の
歌
掛
け
は
、
二
つ
の
地
域
が
隣
接
し
合
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
掛
け

合
い
が
成
立
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
歌
掛
け
で
歌
う

歌
に
含
ま
れ
る
「
音
素
」
に
あ
る
と
い
う
。
音
素
は
虚
詞
の
よ
う
な
も
の

で
歌
詞
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
音
素
が
や
っ
か
い
で
、
歌
詞
と
と
も
に

歌
い
込
ま
れ
た
と
き
、
地
域
ご
と
に
歌
い
込
ま
れ
方
が
異
な
る
の
で
、
違

う
地
域
の
歌
を
聞
い
た
際
に
歌
詞
と
音
素
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
ら
し

い
。
す
る
と
、
歌
詞
の
意
味
が
と
れ
な
く
な
り
、
相
手
が
何
を
歌
っ
て
い

る
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
か
ら
、
歌
掛
け
が
成
立
し
な
い
と
い
う
。

同
じ
チ
ワ
ン
族
同
士
で
あ
っ
て
も
、
歌
詞
と
音
素
の
区
別
が
つ
か
な
く

な
る
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。
す
る
と
、
歌
詞
を
意
味
化
さ
れ
る
こ
と
ば

と
す
れ
ば
、
意
味
化
さ
れ
な
い
音
素
と
の
境
界
は
一
体
何
な
の
か
。
手
塚

に
よ
れ
ば
そ
れ
は
地
域
ご
と
の
旋
律
で
あ
る
と
い
う
。
歌
わ
れ
る
歌
詞
は

複
数
の
地
域
で
同
じ
も
の
を
共
有
し
て
い
て
も
、
地
域
ご
と
に
旋
律
が
異

な
り
、
そ
の
旋
律
は
歌
詞
と
音
素
と
が
地
域
ご
と
の
規
則
性
に
の
っ
と
っ

て
溶
け
合
う
よ
う
に
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
地
域
独
自
の
旋
律

を
な
す
と
い
う
。
故
に
手
塚
は
そ
の
よ
う
な
旋
律
を
「
排
他
的
な
旋
律
」

と
い
う
が
、
そ
の
旋
律
を
共
有
で
き
な
い
集
団
と
は
歌
掛
け
が
で
き
ず
、

歌
掛
け
が
で
き
な
い
地
域
間
と
は
婚
姻
関
係
も
発
生
し
な
い
と
い
う
。

従
っ
て
、
手
塚
の
研
究
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
虚
詞
の
は
た
ら
き
の
一

つ
と
し
て
、
地
域
性
を
生
む
、
と
い
う
こ
と
だ
。

（７）

も
う
一
つ
日
本
国
内
の
研
究
と
し
て
、
梶
丸
岳
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。

梶
丸
の
調
査
し
た
中
国
貴
州
省
羅
甸
県
ブ
イ
族
の
歌
掛
け
の
歌
に
も
、
意

味
化
さ
れ
な
い
虚
詞
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
気
を
つ
け
な

要
す
る
に
、
彼
ら
の
歌
掛
け
で
は
交
わ
さ
れ
る
歌
の
最
も
大
事
な
部
分

だ
け
が
享
受
さ
れ
、
あ
と
は
聞
き
流
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
も
手
塚
の
研
究
か
ら
わ
か
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
見

え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
虚
詞
と
実
詞
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
だ
。
た
だ
、
両
者
が
異
な
る
の
は
、
ブ
イ
族
の
歌
は
、
虚
詞
が
地
域
間

の
差
異
化
を
強
く
し
な
い
、
つ
ま
り
、
地
域
性
を
あ
ま
り
強
調
し
な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
イ
族
の
歌
掛
け
歌
の
場
合
、
虚
詞
は
意
味
化

さ
れ
な
い
よ
う
な
「
単
純
な
一
音
節
」
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
「
数
音
節

に
わ
た
っ
て
挿
入
さ
れ
る
」
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
梶
丸
は
そ
れ

を
「
語
彙
的
な
意
味
の
な
い
定
型
句
」
と
し
て
い
る
。

面
白
い
の
は
、
そ
う
い
っ
た
「
意
味
の
な
い
定
型
句
」
と
同
時
に
「
意

味
の
あ
る
定
型
句
」
と
い
う
の
も
歌
掛
け
の
歌
に
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
て

く
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
「
親
愛
な
る
細
身
の
人
よ
」
「
本
当
で
す
あ
な
た

よ
」
「
今
．
現
在
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
梶
丸
の
述
べ
る
に
は
「
も

し
語
彙
的
に
意
味
は
あ
っ
て
も
、
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
は
無
意
味
な
語

句
」
で
、
現
地
の
人
た
ち
は
「
意
味
の
な
い
定
型
句
」
と
「
意
味
の
あ
る

定
型
句
」
と
を
明
確
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り
「
気
に
し

な
い
」
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。

歌
い
手
は
口
を
つ
い
て
こ
う
し
た
表
現
を
す
る
が
、
聞
き
手
は
そ
れ

ほ
ど
こ
う
し
た
ノ
イ
ズ
的
な
部
分
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
よ
り
大
き
な
枠

組
み
で
聴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
梶
丸
、
二
○
二
年
三
月
）
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で
は
、
紫
陽
漢
族
の
歌
で
は
、
虚
詞
の
は
た
ら
き
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
本
稿
で
は
筆
者
が
採
集
し
た
五
更
調
の
歌
「
鼓
打
五
更
」
を
事
例
に

虚
詞
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
以
下
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
五
更
調
と
は
何
か
。
五
更
の
「
更
」
と
は
日
没
か
ら
日
出
ま
で
の

問
を
五
等
分
す
る
時
間
の
単
位
で
、
一
更
は
約
二
時
間
で
あ
る
。
五
更
調

と
は
五
連
形
式
の
民
謡
で
、
各
一
連
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
更
の
間
に

起
き
た
出
来
事
を
表
し
て
い
て
、
つ
ま
り
叙
事
歌
で
あ
る
。
紫
陽
県
で
は

筆
者
が
確
認
・
採
集
し
た
五
更
調
の
歌
と
し
て
、
「
鼓
打
五
更
」
「
捨
読
五

更
」
「
犯
法
五
更
」
が
あ
る
。

こ
の
五
更
調
の
様
式
は
六
世
紀
以
前
に
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
『
楽
府

詩
集
』
か
ら
分
か
る
。

か
つ
よ
、
う
と

①
一
更
弓
斗
鳴
、
（
一
更
、
弓
斗
鳴
り
）
》」

②
校
尉
連
連
城
。
（
校
尉
、
連
城
を
連
ゆ
）

③
遥
聞
射
雛
騎
、
（
遥
か
聞
く
、
雛
を
射
る
騎
）

④
懸
憧
將
軍
名
。
（
懸
り
憧
か
る
將
軍
の
名
）

右
の
よ
う
な
五
言
絶
句
で
、
以
下
「
二
更
」
「
三
更
」
と
続
い
て
い
き
、

（８）
五
更
ま
で
あ
る
。

紫
陽
漢
族
の
五
更
調
の
場
合
、
例
え
ば
「
鼓
打
五
更
」
で
は
、

②
培
上
灯
蓋
干
了
油
。
（
壁
の
油
ラ
ン
プ
の
油
が
切
れ
る
）

第
一
段

①
鼓
打
一
更
月
出
尖
，
（
一
更
に
太
鼓
を
打
つ
、
月
が
顔
を
の

四
紫
陽
漢
族
の
歌
の
虚
詞

ぞかせる）

第
一
段

①
鼓
打
ち
こ
○
言
屋
一
君
更
口
呂
月
苫
⑧
出
失
屋
①
苫
宮
言
宮

琶○屋〕一旦○巨○と○巨彦○巨壷○匡巨一旦○匡○，

②
堵
上
灯
蓋
嵐
冨
苫
冨
言
宮
言
巨
岩
匡
言
自
曽
苫
口
言
屋
干
了

油扁。

更
に
、
比
較
総
譜
を
作
成
し
、
虚
詞
の
は
た
ら
き
に
注
目
し
て
い
く
と
、

比
較
的
短
い
虚
詞
は
各
段
①
句
の
中
と
、
同
形
旋
律
を
も
つ
各
段
③
句
の

中
に
集
中
す
る
。
例
え
ば
、
楽
譜
資
料
Ａ
（
次
ペ
ー
ジ
）
に
見
ら
れ
る
「
鼓

打
ち
宮
。
言
昌
一
滞
更
ｇ
Ｅ
（
第
一
段
①
句
）
の
太
字
の
斜
字
体
が
そ

れである。

ま
た
、
各
段
①
句
と
②
句
の
間
、
そ
し
て
③
句
と
④
句
の
問
に
は
「
苫
二

言
巨
言
匡
置
苫
匡
ｏ
苫
こ
ぎ
匡
言
巨
冨
舌
宮
○
」
と
い
う
虚
詞
の
リ
フ
レ
イ
ン

が
確
認
で
き
、
採
譜
す
る
と
楽
譜
資
料
Ｂ
（
次
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
な
る
。

（９）

七
言
絶
句
で
以
下
第
五
段
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
歌
詞
、
つ
ま
り
実
詞
を

文
字
に
起
こ
す
と
七
言
絶
句
の
様
式
な
の
だ
が
、
実
際
に
歌
わ
れ
る
と
虚

詞
を
伴
う
た
め
音
数
は
七
言
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
中
国
語

の
ピ
ン
イ
ン
表
記
を
か
り
て
虚
詞
を
記
し
、
実
詞
と
併
せ
て
み
る
と
、
右

の
第
一
段
の
一
句
と
二
句
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

④ ③
没
用
油
料
也
明
亮
，
（
油
が
切
れ
て
も
な
お
明
る
い
）

小
郎
帯
的
有
蜻
独
。
（
（
な
ぜ
な
ら
）
男
が
蝋
燭
を
携
え
て
い

る（から））
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特集・変成する言葉

従
っ
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
人
の
歌
い
手
の
事
例
か
ら
言
え
る
こ
と

な
の
で
、
今
後
も
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
言
え
る
こ

【楽譜資料Ａ】

剛１３《ﾄ.７月媛贈行俄縛まし'千
如醐fド１０$Ｉ歴､v”仮.虞る饗識作収廿李玲ｗ(イージンヨン

No．１
豪■費料

鼓打五更（比較総譜） ｊ÷５』

灘騨の轟濁

経夜鍵律

馳却却郡司
『
一蛇一重一．

函
上
上
上

山
よ
上
上
と

抑
阿
岡
固
閥

極煙珂甸勾

胸
一
画
〆

唖匪睡嘩壁

列較函・郡釦

一唾
・
里
上
ｋ
と

い
鋤
間
同
陶

【楽譜資料Ｂ】リフレイン部

”』と上士士

睡瘤珂町庫珂

睡一皿幻同勾勾

厘勾〃同月

”』上上上上

極勾”〃”

上
上
上
と

上
上
上
上

【図Ｘ】
と
は
、
紫
陽
漢
族
の
五
更
調
の
歌
か
ら
わ
か
る
虚
詞
の
あ
り
よ
う
は
、
虚

詞
に
は
比
較
的
短
い
も
の
か
ら
、
長
く
て
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
も
の
の
二
つ

に
大
別
で
き
る
よ
う
だ
。

で
は
、
歌
い
手
に
と
っ
て
虚
詞
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
え
る
こ

と
は
、
歌
い
手
は
虚
詞
と
実
詞
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
筆
者
が
歌
い
手
に
、
虚
詞
な
し
に
歌
う
こ
と
が
で
き
る

か
と
問
え
ば
、
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ
が
、
歌
い
手
は
「
添
え
る
詞
（
筆

者
注
…
虚
詞
を
さ
す
、
以
下
同
）
を
歌
わ
な
け
れ
ば
、
歌
を
歌
う
こ
と
が

で
き
な
い
よ
」
と
か
「
添
え
る
詞
を
歌
わ
な
い
と
、
歌
の
味
が
出
な
い
」

（旧）

と
か
言
う
の
で
あ
る
。

（、）

ま
た
、
【
図
Ｘ
】
は
、
聞
き
書
き
時
に
聞
き
書
き
対
象
者
に
鼓
打
五
更

を
歌
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
後
同
歌
の
歌
詞
を
読
み
あ
げ
て
も
ら
っ
て
、
両

読む 歌う

段
①
②
③
④

１声

ｌ
鼓 打 一 更 月 出 共 ， 同 じ
堵 上 灯 蓋 干 了 油 。 - 同 じ
没 用 油 料 也 明 亮 と ば し た
小 郎 帯 的 有 錯 触 。 と ば し た

段
①
②
③
④

２第
鼓打二更月照街，
小郎、外城｢]升。
左手挟了ｲ､油灯蓋
右手把郎楼在杯。

同じ
同じ
同じ
同じ一一一一

以
上
こ
こ
ま
で
で
確
認
で
き

る
紫
陽
漢
族
の
歌
の
虚
詞
の
は

た
ら
き
と
は
何
か
。
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虚詞の多様性

従
っ
て
、
先
に
確
認
し
た
手
塚
と
梶
丸
の
研
究
を
も
と
に
す
れ
ば
、
張

氏
が
虚
詞
を
「
耳
障
り
だ
」
と
感
じ
た
の
は
、
張
氏
が
文
学
的
な
関
心
で

実
詞
を
捉
え
よ
う
と
し
た
際
に
、
実
詞
と
虚
詞
と
の
境
界
の
区
別
が
し
づ

紫
陽
漢
族
の
歌
文
化
に
お
け
る
虚
詞
の
は
た
ら
き
は
、
両
義
的
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
音
楽
の
視
点
に
立
つ
と
、
虚
詞
は
プ
ラ
ス
に
は
た
ら
い
て
い

る
と
言
え
、
つ
ま
り
歌
の
抑
揚
や
旋
律
を
担
い
、
紫
陽
地
域
の
歌
の
地
域

性
や
、
歌
い
手
の
個
性
を
あ
ら
わ
す
が
、
文
学
の
視
点
に
立
つ
と
、
虚
詞

は
マ
イ
ナ
ス
に
は
た
ら
く
と
も
言
え
、
つ
ま
り
虚
詞
が
あ
ま
り
に
も
多
い

と
実
詞
と
虚
詞
の
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
り
、
歌
詞
の
内
容
を
理
解
し
た

い
聞
き
手
は
混
乱
す
る
、
と
い
う
両
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
筆

者
が
紫
陽
漢
族
の
歌
の
歌
詞
の
文
字
起
こ
し
作
業
の
中
で
、
現
地
の
歌
謡

研
究
者
で
あ
る
張
宣
強
氏
と
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
、

当
初
あ
る
歌
の
歌
詞
の
文
字
起
こ
し
を
張
氏
に
筆
者
が
お
願
い
し
た
の
だ

が
、
彼
は
最
初
の
歌
詞
の
句
の
文
字
起
こ
し
を
始
め
て
ま
も
な
く
、
虚
詞

が
多
い
か
ら
「
耳
障
り
だ
」
と
い
っ
て
歌
詞
の
文
字
起
こ
し
を
や
め
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
後
に
筆
者
が
な
ぜ
張
氏
が
そ
の
時
「
耳
障
り
だ
」

と
述
べ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
「
文
学
の
観
点

か
ら
述
べ
た
こ
と
」
と
し
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

虚
詞
が
あ
ま
り
に
も
多
い
と
具
体
的
な
内
容
の
実
詞
の
表
現
す
る

こ
と
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
、
具
体
的
な
内
容
を
理
解
し
た
い
聞

き
手
に
と
っ
て
は
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

う
え
（
歌
い
手
の
）
何
氏
は
心
の
思
う
ま
ま
に
歌
う
く
せ
が
非
常

（吃）

に
強
く
、
こ
の
感
覚
は
な
お
さ
ら
強
く
な
る
。

ら
く
な
り
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
境
界
を
虚
詞
が
ぼ
や
か
し
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
張
氏
は
実
詞
を
正
確
に
拾
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
不
快
感
が
出
た
と
言
え
そ
う
だ
。
こ
こ
で
強

調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
歌
い
手
自
身
は
実
詞
と
虚
詞
と
の
区
別
が
明
確

で
、
そ
れ
が
「
歌
の
味
」
を
出
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
実
詞

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
、
つ
ま
り
実
詞
を
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
虚

詞
は
あ
た
り
前
だ
が
す
て
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。

五
結
論

虚
訶
は
畷
子
こ
と
ば
で
あ
る
と
単
純
に
言
え
な
い
多
様
な
あ
り
よ
う
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

す
る
と
、
記
歌
謡
一
○
の
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
の
「
し
や
ご
し
や
」

も
、
嚥
子
こ
と
ば
だ
と
単
純
に
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
古
事
記
に
お

い
て
は
古
事
記
に
お
け
る
何
ら
か
の
変
成
作
用
が
起
き
て
い
る
か
ら
、
だ

か
ら
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
と
い
う
虚
詞
に
寄
り
そ
う
と
い
う
行
為
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。
或
い
は
、
そ
れ
が
虚
詞
な
の
か
、
そ
れ

と
も
実
訶
な
の
か
と
い
う
区
別
も
、
記
歌
謡
一
○
が
古
事
記
に
採
録
さ
れ

た
時
点
で
は
っ
き
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
も
そ
も
実
詞
・
虚

詞
と
い
う
捉
え
方
の
感
覚
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

紀
歌
謡
七
が
「
え
え
し
や
ご
し
や
あ
あ
し
や
ご
し
や
」
を
表
記
せ
ず
、

「
後
妻
が
肴
乞
は
さ
ば
齋
賢
木
實
の
多
け
く
を
幾
多
最
ゑ
ね
」

で
終
え
て
い
る
の
は
、
日
本
書
紀
で
は
「
え
え
し
や
ご
し
や
」
を
実
詞
と

せ
ず
、
さ
ら
に
、
虚
詞
は
表
記
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
い
う
こ

と
は
述
べ
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
日
本
書
紀
は
紀
歌
謡
一
○
で
は
「
あ

あ
し
や
を
」
と
い
う
ふ
う
に
「
あ
あ
」
と
「
し
や
」
を
表
記
し
て
い
る
の
で
、

-４３-



特集 変成する言葉

紀
歌
謡
一
○
の
「
あ
あ
し
や
を
」
は
実
訶
で
あ
る
と
日
本
書
紀
は
識
別
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
日
本
書
紀
の
、
古
事
記
と
は
異
な
る
変
成
作

用
が
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
古
事
記
は
琴
歌
譜
の
よ
う
に
音
楽
の

か
む
ほ

再
現
を
ね
ら
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
記
歌
謡
四
○
「
神
壽
き
壽

く
る

と
よ
ほ

も

と

き
狂
ほ
し
豐
壽
き
壽
き
廻
し
」
の
よ
う
に
「
し
や
」
と
い
う
虚
詞
を

削
除
す
る
立
場
を
と
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
だ
が
、
記
歌
謡
一
○
が
「
え
え

し
や
ご
し
や
」
を
削
除
し
な
い
の
は
、
そ
れ
を
実
詞
と
同
列
に
記
す
べ
き

も
の
と
識
別
し
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
の
に
琴
歌
譜
の
よ

う
に
「
エ
ー
」
「
ア
ー
」
と
声
を
延
ば
せ
と
示
す
の
だ
か
ら
、
や
は
り
そ

れ
を
虚
詞
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
す
る

と
、
「
え
え
」
は
実
詞
と
虚
詞
と
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
ず
に
、
古
事

記
で
は
あ
い
ま
い
な
も
の
と
し
て
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
そ
れ
に
積
極
的

に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
そ
う
だ
。

く
り
返
す
が
、
古
事
記
は
お
そ
ら
く
記
歌
謡
一
○
「
え
え
」
、
或
い
は
「
え

え
し
や
ご
し
や
」
に
お
い
て
実
詞
で
も
あ
り
虚
詞
で
も
あ
る
と
い
う
実
／

虚
を
は
っ
き
り
わ
け
ら
れ
な
い
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た
、
こ
れ
が
古
事
記
の

変
成
作
用
と
こ
こ
で
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
ま
だ
全
て
が
解
き
明
か
せ
た
わ

け
で
は
な
い
。
虚
詞
の
多
様
性
と
記
歌
謡
一
○
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
１
）
拙
稿
「
歌
詞
の
音
数
と
旋
律
と
の
隔
た
り
ｌ
中
国
映
西
省
紫
陽
県

漢
族
の
掛
け
合
い
歌
を
事
例
に
ｌ
」
亨
ジ
ァ
民
族
文
化
研
究
』
第

八
号
、
ア
ジ
ア
民
族
文
化
学
会
二
○
○
九
年
三
月
、
及
び
、
拙
稿

「
漢
族
の
声
の
歌
に
お
け
る
歌
詞
の
規
則
性
と
多
様
性
」
岡
部
隆
志
．

工
藤
隆
・
西
條
勉
編
「
七
五
調
の
ア
ジ
ア
ー
音
数
律
か
ら
み
る
日

本
短
歌
と
ア
ジ
ア
の
歌
ｌ
」
大
修
館
書
店
、
二
○
二
年
を
参
照
さ

れたい。

（
２
）
工
藤
隆
の
用
語
。
工
藤
『
古
事
記
の
起
源
」
中
公
新
書
、
二
○
○
六
年
、

及
び
、
工
藤
『
古
事
記
誕
生
」
中
公
新
書
、
二
○
一
二
年
を
参
照
さ

れたい。

（
３
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
」
角
川
書
店
、
一
九
七

二年。

（４）槻歌謡一○に「今はょ今はょああしやを今だにも

吾
子
よ
今
だ
に
も
吾
子
よ
」
と
あ
る
。

（
５
）
佐
藤
ま
り
子
氏
の
教
示
に
よ
る
。
「
産
み
字
」
と
は
、
歌
詞
の
あ

る
言
葉
の
母
音
が
も
う
一
度
出
現
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
、
夛
閻
昼

が
夛
思
翌
こ
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

（
６
）
手
塚
恵
子
「
定
型
詩
の
呪
力
の
由
来
ｌ
中
国
壮
族
の
フ
ォ
ン
の

場
合
」
岡
部
隆
志
・
工
藤
隆
・
西
條
勉
編
『
七
五
調
の
ア
ジ
ア
ー

音
数
律
か
ら
み
る
日
本
短
歌
と
ア
ジ
ア
の
歌
ｌ
』
大
修
館
書
店
、

二○一一年。

（
７
）
梶
丸
岳
「
中
国
貴
州
省
羅
甸
県
ブ
イ
族
の
『
年
歌
』
ｌ
ブ
イ
語
に

よ
る
長
詩
型
歌
掛
け
」
『
ア
ジ
ア
民
族
文
化
研
究
』
十
号
、
ア
ジ
ア

民
族
文
化
学
会
、
二
○
二
年
三
月
。

（
８
）
『
楽
府
詩
集
』
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九

年
。
以
下
「
従
軍
五
更
韓
五
首
」
を
引
く
。

一
更
ヨ
斗
鳴
、
校
尉
連
連
城
。
遥
聞
射
雛
騎
、
懸
憧
將
軍
名
。

二
更
愁
未
央
、
高
城
寒
夜
長
。
試
將
弓
學
月
、
卿
持
剣
比
霜
。

三
更
夜
警
新
、
横
吹
独
吟
春
。
強
聰
梅
花
落
、
誤
憶
柳
園
人
。

四
更
星
漢
低
、
落
月
與
雲
齊
。
依
稀
北
風
里
、
胡
筋
雑
馬
噺
。

五
更
催
送
簿
、
曉
色
映
山
頭
。
城
烏
初
起
喋
、
更
人
情
下
槙
。
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虚詞の多様性

④
第
四
段

①② （
９
）
鼓
打
五
更
の
歌
詞
全
文
と
そ
の
日
本
語
訳
は
以
下
の
通
り
。

か
よ
う
れ
い

二
○
○
六
年
十
二
月
十
三
日
、
飯
島
の
撮
影
。
何
耀
礼
（
一
九
三
三

か
よ
う
し
ん

年
生
ま
れ
）
と
何
耀
信
（
一
九
四
七
年
生
ま
れ
）
に
よ
る
斉
唱
。

第
一
段

①
鼓
打
一
更
月
出
共
，
（
一
更
に
太
鼓
を
打
つ
、
月
が
顔
を
の
ぞ

かせるｏ）

②
塙
上
灯
蓋
干
了
油
。
（
壁
の
油
ラ
ン
プ
の
油
が
切
れ
る
。
）

③
没
用
油
料
也
明
亮
，
（
油
が
切
れ
て
も
な
お
明
る
い
。
）

④
小
郎
帯
的
有
始
触
。
（
（
な
ぜ
な
ら
）
男
が
蝋
燭
を
携
え
て
い
る

（から）・）

第
二
段

①
鼓
打
二
更
月
照
街
，
（
二
更
に
太
鼓
を
打
つ
。
月
が
街
を
照
ら

す。）

②
小
郎
、
外
城
、
升
。
（
男
は
門
の
外
で
門
を
開
け
て
く
れ
と
よ

んでいる。）

③
左
手
挟
了
十
油
灯
蓋
，
（
（
女
は
）
左
手
に
油
ラ
ン
プ
を
抱
え
、
）

④
右
手
把
郎
楼
在
杯
。
（
右
手
で
男
を
胸
に
抱
く
。
）

第
三
段

①
鼓
打
三
更
月
当
中
，
（
三
更
に
太
鼓
を
打
つ
。
月
が
（
夜
空
の
）

真ん中にある。）

②
小
郎
汪
在
姐
房
中
。
（
男
は
今
な
お
女
の
部
屋
に
居
る
。
）

③
姐
叫
情
寄
莫
悦
活
，
（
女
は
言
う
、
愛
し
い
兄
（
あ
な
た
）
よ
、

何も言わないで。）

④
男
子
悦
活
声
不
同
。
（
男
の
話
し
声
は
い
つ
も
と
違
う
。
）

鼓
打
四
更
月
偏
西
，

小
郎
翻
身
要
起
去
。

（
四
更
に
太
鼓
を
打
つ
・
月
が
西
へ
傾
く
。
）

（
男
は
寝
が
え
り
を
打
つ
が
、
起
き
ね
ば

ならない。）

③
姐
叫
情
寄
睡
一
党
，
（
女
は
言
う
、
愛
し
い
兄
（
あ
な
た
）
よ
、

もうひと眠りして。）

④
我
家
有
十
叫
明
湾
。
（
（
な
ぜ
な
ら
）
私
の
家
に
は
暁
を
知
ら
せ

る鶏がいるわ。）

第
五
段

①
鼓
打
五
更
月
葬
山
，
（
五
更
に
太
鼓
を
打
つ
。
月
は
山
辺
に
あ

る。）

②
小
郎
出
、
把
、
夫
。
（
男
は
門
よ
り
出
で
て
門
を
閉
め
る
。
）

③
姐
叫
情
寄
莫
害
伯
，
（
女
は
言
う
、
愛
し
い
兄
（
あ
な
た
）
よ
、

こわがらないで。）

④
出
了
、
外
不
力
好
。
（
門
よ
り
（
一
歩
）
外
へ
出
た
ら
不
義
に

はならないわ。）

（
岨
）
二
○
一
三
年
六
月
十
七
日
、
何
耀
信
へ
の
聞
き
書
き
。
聞
き
手
は

王
永
林
と
飯
島
。
日
本
語
と
標
準
中
国
語
の
通
訳
は
王
永
林
。

（
ｕ
）
二
○
一
三
年
五
月
十
九
日
、
何
耀
信
へ
の
聞
き
書
き
。
聞
き
手
は

李
莉
と
飯
島
。
日
本
語
と
標
準
中
国
語
の
通
訳
は
李
莉
。

（
ｕ
）
二
○
一
三
年
九
月
二
十
五
日
、
張
宣
強
へ
Ｑ
Ｑ
を
用
い
て
の
聞
き

取
り
。
質
問
作
成
は
飯
島
、
聞
き
取
り
、
及
び
日
本
語
か
ら
標
準
中

国
語
へ
の
翻
訳
は
李
莉
。

※
記
紀
歌
謡
は
日
本
古
典
文
学
大
系
か
ら
引
用
し
た
。

※
楽
譜
資
料
は
採
譜
は
佐
藤
ま
り
子
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
楽
譜
作
成
は

イ
ー
ジ
ン
ヨ
ン

李
珍
容
に
お
願
い
を
し
た
。
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