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謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

謡
曲
譜
本
所
載
の
、
種
々
の
旋
律
を
表
わ
す
曲
節
の
中
に
あ
っ
て
、
力
、
ル
、
詞
、
ク
ド
キ
の
三
曲
節
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア

ク
セ
ン
ト
資
料
と
し
て
の
謡
曲
譜
本
の
意
義
」
（
『
語
文
研
究
』
第
三
十
四
号
）
に
お
い
て
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
帯
び
た
旋
律

の
上
に
近
世
初
期
の
京
阪
ア
の
現
実
の
姿
を
か
な
り
正
確
に
反
映
し
て
い
る
（
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
、
副
詞
の
ア
に

つ
い
て
い
う
。
）
こ
と
、
従
っ
て
、
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
と
同
様
に
近
世
初
期
の
京
阪
ア
を
語
る
資
料
と
し
て
、
十
分
に
活
用
に
供
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
を
、
明
き
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
謡
曲
譜
本
中
の
こ
れ
ら
の
三
曲
節
に
、
従
来
、
ア

資
料
と
し
て
の
取
り
扱
か
い
を
受
け
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
例
え
ば
、
平
安
末
ー
鎌
倉
初
期
ア
を
語
る
場
合
で
い
え
ば
、
古
写
本
・
日

本
書
紀
、
図
書
寮
本
や
観
智
院
本
の
類
衆
名
義
抄
、
鎌
倉
期
は
、
大
慈
院
本
・
四
座
講
式
、
そ
れ
に
、
古
今
訓
点
抄
な
ど
の
古
今
集

声
点
本
、
そ
し
て
、
近
世
初
期
に
あ
っ
て
は
、
真
言
宗
の
論
議
書
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
等
々
、

、
、
、
、
、
、
、

に
お
い
て
、
同
等
の
資
料
的
意
義
、
と
り
わ
け
、
近
抵
初
期
ア
資
料
と
し
て
の
意
義
を
真
に
見
出
し
得
る
為
に
は
、
三
曲
節
の
上
に

ヽ

は

じ

め

に

添

謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

田

ー
体
系
と
若
干
の
音
韻
史
上
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
ー
ー

こ
れ
ら
の
諸
々
の
ア
資
料
と
の
比
較

建

治

郎

ー



あ
ら
わ
れ
る
和
語
ア
の
体
系
ー
ー
型
の
区
別
や
各
型
式
に
所
属
す
る
語
彙
の
一
覧
ー
—
に
つ
い
て
の
、
な
お
詳
細
な
報
告
が
望
ま
れ
る
。
本

稿
に
お
い
て
は
、
謡
曲
譜
本
の
上
に
行
な
わ
れ
る
型
の
区
別
の
報
告
と
、
各
型
式
に
所
属
す
る
語
彙
の
中
の
若
干
の
語
の
上
に
あ
ら

わ
れ
る
特
定
の
出
入
り
に
関
し
て
の
解
釈
な
ど
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
稿
で
の
結
論
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の

際
、
謡
曲
譜
本
に
隣
接
す
る
近
世
初
期
ア
の
資
料
と
目
さ
れ
る
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
の
も
つ
体
系
と
の
綿
密
な
る
比
較
や
、
闘
曲
古

本
か
ら
観
世
流
昭
和
大
成
版
謡
曲
百
番
に
ま
で
至
る
譜
本
中
の
胡
麻
譜
、
発
音
注
記
（
節
付
き
）
な
ど
の
変
化
、
旋
律
の
種
類
と
特

徴
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
一
、
二
に
触
れ
、
そ
の
大
部
分
を
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

こ
の
報
告
に
お
け
る
調
査
の
対
象
は
、

日
本
古
典
全
集
刊
行
會
か
ら
複
製
さ
れ
て
世
に
出
て
い
る
、
謂
ゆ
る
光
悦
本
『
謡
曲
百

番
』
第
一
ー
第
四
所
載
の
各
曲
で
あ
り
、
前
稿
の
結
論
に
従
い
力
、
ル
、
詞
、
ク
ド
キ
の
前
記
三
曲
節
の
中
か
ら
、
豊
富
な
用
例
の

期
待
で
ぎ
る
カ
ヽ
ル
の
旋
律
を
専
ら
に
扱
か
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
論
を
詞
、
ク
ド
キ
の
場
合
に
も
及
ぼ
す
と

い
う
方
法
に
従
う
が
、
記
述
の
便
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
尚
、
こ
こ
に
底
本
と
し
て
取
り
上
げ
る
光
悦
本
『
謡
曲
百
番
』
の
成

立
考
証
は
、
正
宗
敦
夫
氏
の
手
に
な
る
と
思
し
き
日
本
古
典
全
集
『
諦
曲
百
番
』
解
題
、
そ
れ
に
『
謡
曲
・
狂
言
』
（
国
語
国
文
学

研
究
史
大
成
8
)
新
し
く
は
表
章
氏
の
「
東
洋
文
庫
蔵
光
悦
謡
本
解
題
」
に
詳
し
く
、

11
徳
川
初
期
の
慶
長
年
間
に
光
悦
が
自
家
の

能
筆
を
以
て
“
成
し
た
も
の
と
す
る
説
は
動
か
な
い
。
譜
本
所
載
の
胡
麻
譜
に
反
映
し
て
い
る
ア
に
つ
い
て
も
、
金
春
禅
鳳
の
毛
端

と
こ
ろ
で
、
調
査
を
及
ぼ
す
こ

私
珍
抄
を
は
じ
め
と
す
る
能
楽
書
の
記
述
か
ら
も
明
き
ら
か
な
ご
と
く
、
吟
唱
伝
承
に
あ
た
っ
て
当
時
の
現
実
の
ア
を
正
し
く
唱
え
、

伝
え
る
よ
う
意
を
払
い
、
そ
の
点
で
現
行
謡
曲
に
み
ら
れ
る
強
吟
弱
吟
の
区
別
か
ら
す
る
様
式
化
し
た
、
ア
を
無
視
す
る
吟
唱
傾
向

{
4
)
 

と
は
異
な
っ
た
性
格
を
備
え
た
11
謡
物
“
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

の
カ
ヽ
ル
の
曲
節
—
ー
日
葡
辞
杏
に
ヘ
ウ
シ
ニ
カ
カ
ッ
テ
マ
ウ
と
あ
る
ー
ー
は
、
四
座
講
式
や
平
曲
譜
本
の
場
合
同
様
、
そ
の
持
て
る
旋
律
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詞
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

、
、
、
、

の
上
に
当
時
の
現
実
の
ア
を
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
本
来
的
に
ア
の
記
述
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
話
線

を
伴
な
っ
た
ア
を
観
察
し
得
る
点
で
は
有
利
な
条
件
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
大
部
分
の
語
句
が
高
・
低
二
種
の
胡
麻
譜
に
、
そ

「
胡
麻
譜
の
組
み
合
わ
せ
」

の

し
て
、
同
一
語
や
、
同
一
の
型
に
属
す
る
と
目
さ
れ
る
多
く
の
語
が
、
同
じ
よ
う
な

さ
れ
、
そ
れ
ら
が
、
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
な
ど
に
よ
っ
て
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
近
惟
初
期
の
京
阪
ア
に
概
ね
一
致
す
る
形
態
を

に
よ
っ
て
表
記

と
る
こ
と
な
ど
に
よ
れ
ば
、
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
と
同
様
の
資
料
的
意
義
を
考
え
て
お
い
て
間
違
い
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
謡
曲
譜
本
所
載
の
胡
麻
譜
や
発
音
注
記
の
類
が
、
現
実
の
如
何
な
る
ア
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

(
5
)
 

早
く
金
田
一
春
彦
氏
に
「
邦
楽
の
旋
律
と
歌
詞
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
論
が
あ
る
。
直
胡
麻
（
一
）
、
下
胡
麻
（
＼
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ

高
音
、
低
音
の
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
最
早
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
下
胡
麻
の
中
に
は
、
(
_
)
の
形
を
と
る
も
の
が
認

め
ら
れ
る
。
漠
字
部
分
の
施
譜
に
あ
た
っ
て
集
中
し
て
み
ら
れ
る
が
、
か
っ
て
、
四
座
講
式
の
文
明
本
・
永
正
本
な
ど
に
行
な
わ
れ

、、

た
、
特
低
音
を
示
す
譜
と
は
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
例
え
ば
、

心
に
（
関
寺
小
町
、
第
四
、

64
ペ
上
段
14
行）

の
ご
と
き
、
漢
字
一
字
に
和
訓
三
拍
相
当
の
施
譜
の
必
要
あ
る
場
合
や
、
曲
節
や
吟
唱
者
の
交
代
の
努
頭
に
置
か
れ
た
漠
字
に
対
す

る
施
譜
な
ど
に
際
し
て
、
狭
い
行
間
に
納
め
る
と
い
う
物
理
的
な
事
情
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
一
方
、
「
こ
こ
ろ
」

例
は
数
多
い
。
ま
た
、
廻
す
節
（
「
）
な
る
も
の
は
、

廻
す
節
は
章
二
つ
の
心
な
り
前
は
直
後
は
下
げ
な
り

と
の
音
曲
玉
淵
集
（
五
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
旋
律
に
つ
い
て
は
高
↓
低
の
変
化
を
も
つ
も
の
な
る
こ
と
は
明
き
ら
か
な
れ
ど
、
当

3
 



さ
て
、
謡
曲
譜
本
所
載
の
和
語
ア
の
体
系
を
、
名
詞
ア
、
動
詞
・
形
容
詞
ア
の
順
に
記
述
し
、
近
世
初
期
京
阪
ア
資
料
と
し
て
の

、、、、

意
義
を
明
き
ら
か
な
ら
し
め
た
い
。
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
近
世
初
期
京
阪
ア
資
料
と
し
て
の
特
徴
あ
る
現
象
に

つ
い
て
主
と
し
て
触
れ
、
他
は
多
く
末
尾
に
掲
げ
る
資
料
1
ー

7
に
委
ね
て
語
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア

き
の
類
は
余
り
例
を
多
く
み
な
い
。

こ
れ
ら
（
筆
者
注
、
(

M

)

を
指
す
）
は
上
音
に
て
謡
ひ
か
く
る
故
張
る

と
の
記
述
が
み
え
る
上
に
、
い
ず
れ
も
直
胡
麻
の
期
待
さ
れ
る
部
分
に
施
さ
れ
て
お
り
、
高
音
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

他
、
「
〈
ル
、
ク
ル
、
当
」
な
ど
の
発
音
注
記
の
類
も
、
前
記
の
ご
と
き
手
続
き
や
、
平
曲
譜
本
に
お
け
る
用
法
を
参
考
に
照
ら
し

て
み
れ
ば
、
前
二
者
に
は
高
音
が
、
（
当
）
に
は
低
音
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

節
」
な
ど
と
同
じ
く
、
ア
と
は
無
縁
な
場
合
も
あ
り
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ま
、

＞
？
 

唯
、
力
4

ル
の
部
分
に
限
っ
て
い
え
ば
節
付

（
当
）
に
つ
い
て
は
、
「
引
き
節
、
ノ
ミ

面
の
廻
す
節
に
反
映
す
る
ア
如
何
と
い
う
こ
と
で
は
、

一
戸
（
安
宅
、
第
四
、

196
ペ
下
段
13
行）

一
雲
を
（
三
輪
、
第
三
、

133
ペ
下
段
11
行）

同
一
語
「
雲
」
の
同
一
部
分
（
第
二
拍
）
に
下
胡
麻
が
対
応
し
、
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
の
例
も
決
し
て
少
く
な
い
。
四
座
講
式

に
お
け
る
複
合
胡
麻
譜
の
場
合
と
同
様
に
低
音
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
振
り
節
(

M

)

に
つ
い
て
も
、
音
曲
玉
淵
集
（
五
）

4
 



謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

助
詞
「
ノ
」
を
下
接
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
み
る
に
、
山
ノ
類
で
は
高
平
板
型
が
あ
ら
わ
れ
、
●
●
▽
型
と
、
よ
り
新
し
い
型
と

目
さ
れ
る
●
●
▼
型
と
に
用
例
を
折
半
し
、
共
に
庭
ノ
類
と
の
間
の
型
の
区
別
が
失
な
わ
れ
て
い
る
。
一
方
に
、
川
の
類
に
●
●
▽
、

・
・
▼
型
の
少
な
い
事
実
は
、
山
、
川
両
類
の
合
併
に
先
ん
じ
て
高
平
板
化
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
か
。
ま
た
、
松
ノ
類
に
つ

っ
た
こ
と
を
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

二
拍
名
詞
の
ア
は
、
資
料
1
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
山
類
所
属
の
「
波
、
池
、
月
、
夢
」
な
ど
の
語
に
お
い
て
、
助
詞
「
〈
、

(
6
)
 

ガ
、
二
、
ヲ
」
を
下
接
さ
せ
る
場
合
に
、
「
語
頭
に
お
け
る
低
音
連
続
の
傾
向
が
失
な
わ
れ
て
高
起
化
す
る
」
と
い
う
南
北
朝
期
ま

で
に
あ
ら
わ
れ
た
、
謂
ゆ
る
一
般
的
な
ア
変
化
に
従
っ
て
、
い
ず
れ
も
●
〇
▼
型
に
実
現
し
、
従
来
ま
で
川
類
と
の
間
に
み
ら
れ
た

、
、
、
、

型
の
区
別
が
消
滅
し
合
併
を
遂
げ
て
い
る
。
松

2
類
に
は
、
助
詞
の
高
く
下
接
す
る
、
従
来
ま
で
の
あ
る
べ
き
〇
●
▼
型
が
専
ら
で

あ
る
。
現
代
京
阪
ア
に
お
い
て
は
0
●
▼
型
よ
り
更
に
新
し
く
0
0
►
型
が
み
え
る
が
、
平
曲
譜
本
で
の
二
様
の
状
態
ー
〇
●
▼
型

(
8
)
 

三
二
例
、

0
●
▽
型
二
四
例
ー
に
比
較
す
れ
ば
、
ア
資
料
と
し
て
の
精
度
に
信
を
お
く
べ
ぎ
特
徴
と
し
て
留
意
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
平
曲
譜
本
、
補
忘
記
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
雨

2
類
、
雨
ノ
類
に
は
、

o．
▼
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
助

詞
が
高
く
下
接
す
る
傾
向
が
あ
り
、
謡
曲
譜
本
の
場
合
に
は
こ
の
傾
向
が
幾
分
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
現
代
京
阪
ア
に
あ
っ
て
、

助
詞
が
依
然
と
し
て
低
下
し
、
松
類
と
の
間
に
合
併
を
み
て
い
な
い
事
実
や
、

11

分
化
か
ら
統
合
へ
“
と
い
う
説
明
の
例
外
と
な
る

べ
き
特
定
の
音
韻
論
的
な
事
情
も
見
出
し
得
な
い
点
を
考
慮
に
い
れ
る
と
す
れ
ば
、
両
類
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
い
う
統
合
し

た
状
態
か
ら
の
改
め
て
の
分
化
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
場
合
に
特
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
、
下
降
拍
に
対
す
る
観
察
が
、
譜
本
に
備

わ
る
資
料
的
性
格
、
即
ち
、
音
楽
性
の
働
き
に
よ
っ
て
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
、
謂
ゆ
る
「
音
声
学
的
な
ア
」
の
観
察
の
余
地
の
あ

①

名

詞

ア

5
 



い
て
も
、
四
座
講
式
な
ど
の
鎌
倉
期
資
料
に
一
般
で
あ
っ
た
〇
●
▽
型
と
、
現
代
京
阪
ア
に
行
な
わ
れ
る
新
し
い
o
•
►
型
と
の
両

近
世
初
期
の
京
阪
ア
の
特
徴
的
な
現
象
を
多
く
映
し
て
い
る
。

の
場
合
、
平
曲
譜
本
で
の
伝
統
的
な
〇
●
▽
型
専
一
の
傾
向
に
比
べ
る
と
、
補
忘
記
に
お
け
る

。
・
▼
型
（
奥
の
二
例
、
何
の
一
例
）
、

0
0
▽
型
（
今
の
二
例
、
上
の
一
例
）

と
い
う
両
型
式
の
拮
抗
す
る
傾
向
の
方
に
近
し
い
。

謡
曲
譜
本
で
は
、
安
定
型
で
あ
る
〇
●
▽
型
を
措
い
て
二
語
連
続
と
も
受
け
取

ら
れ
か
ね
な
い
よ
り
新
し
い
〇
鬱
▼
型
を
と
っ
た
が
故
に
、
奥
村
三
雄
氏
の
い
わ
れ
る
助
詞
相
互
間
の
類
推
的
体
系
性
が
十
分
発
揮

さ
れ
ず
に
平
曲
譜
本
の
場
合
と
は
異
な
り
、
先
の
松
2

類
は

0
●
▼
型
を
専
ら
に
し
た
も
の
と
し
て
肯
か
れ
る
。
現
代
京
阪
ア
松
〈

類
に
み
ら
れ
る
、
高
音
部
分
の
後
退
し
た

0
0
▼
型
に
つ
い
て
は
、
平
曲
譜
本
、
補
忘
記
同
様
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
他

の
庭
類
、
川
類
の
ア
型
式
の
種
別
に
つ
い
て
は
従
前
の
通
り
の
休
系
に
従
っ
て
い
る
。

さ
て
、
資
料
2
に
示
す
三
拍
名
詞
で
は
、
頭
こ
類
、
命
こ
類
の
両
類
が
、
二
拍
名
詞
山
こ
類
に
お
け
る
と
同
様
、
語
頭
で
の
低
音

連
続
傾
向
を
失
な
っ
て
高
起
化
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
つ
ま
り
、
頸

2
類
は
も
と
よ
り
、
比
較
的
遅
く
実
現
し

た
と
み
な
さ
れ
る
命

2
類
の
●00

• 

型
化
も
、
謡
曲
譜
本
で
は
、
●oe

• 

型
と
し
て
映
さ
れ
、
頭
類
は
小
豆
類
と
の
間
に
、
命

類
は
二
十
才
類
と
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
型
の
区
別
を
失
な
い
、

や
頭
類
で
の

O
O
O
型
な
ど
の
伝
統
的
な
施
譜
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヽ
ル
を
対
象
と
す
る
限
り
で
は
、
平
曲
譜
本
の
場
合
と
同
様
に
高
起
化
は
全
く
完
了
し
て
い
る
と
い
え
る
。
助
飼
「
ノ
」
を
下
萎
さ

せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
頭
ノ
類
に
高
平
板
型
が
あ
ら
わ
れ
、
●
●
●
▽
型
と
、
よ
り
新
し
い
●
●
●
▼
型
と
を
呈
し
て
、
形
類
と

の
間
の
区
別
が
失
な
わ
れ
合
併
し
て
い
る
。

型
式
が
譜
本
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、

な
ど
、

頭
類
と
命
類
と
の
合
併
は
ま
だ
み
え
な
い
。
カ

わ
け
て
も
松
ノ
類

こ
こ
に
も
近
獣
初
期
京
阪
ア
の
典
型
が
み
え
る
。
命
類
の

0
0
●
型

こ
れ
は
二
拍
名
詞
山
ノ
類
と
庭
ノ
類
と
の
合
併
に
原
理
を
同
じ
く
す
る
。
命
ノ
類
も
高

6
 



謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

起
化
を
遂
げ
て
い
る
。

次
い
で
、
一
拍
名
詞
は
資
料
3
に
掲
げ
る
。
名
／
類
、
名
ノ
類
に
、
本
来
あ
る
べ
き
●
▽
型
の
外
に
、
助
詞
の
高
く
下
接
す
る
●

▼
型
が
み
え
る
。
現
代
京
阪
ア
で
も
●
▽
型
で
あ
る
故
、
こ
こ
に
も
、
雨
〈
、
雨
ノ
類
が
助
詞
の
高
く
観
察
さ
れ
たo
•
►
型
を
と

っ
た
と
同
じ
く
、
「
音
声
学
的
な
ア
」
の
観
察
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
手
／
類
の
場
合
も
、
近
世
初
期
に
お
け
る
手
類
ア
が

『
和
字
正
濫
通
妨
抄
』
の
教
え
る
と
こ
ろ
上
昇
調
で
あ
る
の
で
、
音
韻
論
的
に
は

9
▼
型
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
観
察
を
施
譜
す
る
に

際
し
て
、

0
▼
、
●
▼
の
両
様
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
手
ノ
類
ま
た
然
り
で
あ
る
。

動
詞
・
形
容
詞
ア

動
詞
ア
の
記
述
に
際
し
て
は
、
奥
村
氏
の
ま
と
め
ら
れ
た
平
曲
譜
本
の
体
系
と
の
比
較
の
必
要
や
、
活
用
形
ご
と
の
記
述
に
は
形

態
音
韻
論
的
考
察
へ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
資
料
4
ー

6
の
よ
う
に
体
系
だ
て
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
拍
二
段
活
用

動
詞
・
捨
類
に
お
け
る
終
止
形
ー
と
連
体
形
は
、
●
●
、
●
●

0
と
い
ず
れ
も
高
平
板
型
を
と
り
、
拍
数
を
異
に
す
る
も
の
の
、
ニ

段
活
用
動
詞
で
の
「
終
止
、
連
体
同
形
化
」
と
い
う
文
法
機
能
上
の
変
化
に
応
ず
る
形
態
面
で
の
変
化
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

、、

二
拍
四
段
活
用
動
詞
・
置
類
に
お
い
て
、
終
止
形
と
し
て
は
●
●
型
が
専
一
に
行
な
わ
れ
、
●
●
型
を
と
る
連
体
形
と
の
間
に
区
別

が
失
な
わ
れ
る
と
い
う
符
節
の
一
致
か
ら
も
肯
か
れ
る
。
こ
の
点
平
曲
譜
本
は
、
置
類
終
止
形
ー
に
●
●
、
●

0
の
両
型
式
が
あ
っ

て
伝
統
的
な
傾
向
を
も
残
し
て
い
る
こ
と
、
比
較
と
し
て
興
味
深
い
。
三
拍
四
段
活
用
動
詞
・
渡
類
の
場
合
も
、
終
止
形
ー
と
連
体

形
と
が
同
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
、
三
拍
二
段
活
用
動
詞
・
建
類
の
よ
う
に
、
終
止
形
ー
と
し
て
低
起
式
の
〇
●
型
、
連

体
形
に
高
起
式
の
●
〇
●
型
を
と
っ
て
、
例
外
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
が
あ
る
。
補
忘
記
、
平
曲
譜
本
に
も
同
様
の
傾
向

を
見
出
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
ま
で
に
あ
ら
わ
れ
た
、
語
頭
に
お
け
る
低
音
連
続
傾
向
の
消
滅
の
働
き
に
よ
っ

(2) 
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て
、
そ
れ
ま
で

0
0
●
型
で
あ
っ
た
も
の
が
品
詞
の
別
を
問
わ
ず
並
べ
て
●

O
O型
に
変
じ
、
連
体
形
が

0
0●
型
で
あ
っ
た
こ
の

(10) 

建
類
の
場
合
に
も
例
外
と
は
な
ら
ず
、
●

0
0
型
に
実
現
し
た
故
、
と
の
説
明
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
三
拍
四
段
活
用
動
詞
・
動
類
の

各
活
用
形
ア
が
従
来
ま
で
の

O
O
O型
で
は
な
く
、
等
し
な
み
に

8
0
0
型
を
と
っ
て
い
る
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

(11) 

取
類
の
運
用
形
ー
は
、
平
曲
譜
本
に
は

0
●
、
●

0
の
両
型
が
あ
ら
わ
れ
る
。

型
、
わ
ず
か
に
四
例
が
●
●
型
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
曲
譜
本
の
場
合
の
よ
う
に
置
類
と
の
混
同
、
な
い
し
は
両
型
を
認
め

(12) 

る
立
場
に
は
組
み
し
難
く
、
む
し
ろ
、
平
曲
譜
本
の
う
ち
、
東
京
教
育
大
学
蔵
片
カ
ナ
八
行
本
の
、
〇
●
型
が
多
数
を
占
め
る
傾
向

の
方
に
近
似
す
る
こ
と
、
興
味
深
い
。
建
類
の
連
用
形
ー
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
即
ち
、

＿ヽ一＼――

見
え
給
ふ
は
（
田
村
、
第
四
19
ペ
下
段
2
行）

の
ご
と
く
、
五
五
例
が
専
ら
に
〇
●
型
を
と
り
、
●
●
型
の
例
は
み
え
ず
に
、
古
い
と
さ
れ
る
『
東
京
教
育
大
本
』
や
、
平
曲
譜
本

の
白
声
（
口
説
、
拾
）
以
外
の
曲
節
に
お
け
る
傾
向
の
方
に
こ
そ
近
い
わ
け
で
あ
る
。

音
便
形
の
う
ち
、
促
音
便
形
に
つ
い
て
い
え
ば
、
取
類
で
は
、

-
、
-
―

と
な
っ
て
（
頼
政
、
第
一
、

86
ペ
表
2
行）

の
ご
と
く
に
、
八
例
い
ず
れ
も
が
o
e
►
型
と
な
っ
て
、
非
音
便
形
の
場
合
と
同
形
を
と
る
が
、
二
拍
名
詞
松
こ
類
が

o
e
►
型
を

(13) 

と
っ
て
未
だ
現
代
京
阪
ア
の

0
0
▼
型
は
な
く
、
三
拍
名
詞
兎
類
、
三
拍
四
段
活
用
動
詞
・
歩
類
に
も

0
0●
型
は
な
い
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
る
べ
き
か
。
置
類
に
は
促
音
便
形
の
例
を
み
な
い
。
動
類
の
場
合
も
、
四
例
と
も
非
音
便
形
に
同
じ
く
●
〇
●
型
に
施
譜

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
渡
類
の
二
例
、
捨
類
の
一
例
の
場
合
は
や
や
、
事
情
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、

む
か
っ
て
（
殺
生
石
、
第
四
、

39
ペ
下
段
10
行）

こ
れ
に
対
し
謡
曲
譜
本
で
は
、

四
一
例
が

0
●
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隠
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

を
と
ら
な
い
こ
と
で
、
他
の
諸
活
用
形
ア
と
の
間
に
形
態
上
の
差
を
み
せ
る
。

ー
一
＿
ヽ

く
た
っ
て
（
常
陸
帯
、
第
四
、

141
ペ
上
段
11
行）

竺
で
（
兼
平
、
第
四
、

168
ペ
下
段
5
行）

と
い
う
よ
う
に
、
●
●
●
、
●
●
型
の
高
平
板
型
を
と
り
、
平
曲
譜
本
で
の
●
●

0
、
●

O
型
の
傾
向
と
異
な
り
を
み
せ
、
「
音
声

学
的
な
ア
」
、
場
面
的
変
容
の
姿
を
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

●
●
の
間
で
、
従
来
の
ア
資
料
で
も
、
そ
し
て
謡
曲
譜
本
で
も
揺
れ
て
い
る
よ
う
に
、

難
を
伴
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
こ
に
も
、
名
〈
・
名
ノ
類
、
雨
〈
．
雨
ノ
類
の
観
察
に
際
し
て
●
▼

‘
o．
▼
が
比
較
的
多
か
っ
た

と
同
根
の
理
由
を
見
出
す
。

「
上
」
の
ア
観
察
が
●

0
と
●
●
の
間
で
、
「
所
」
が
．
．
 。
と
●

上
昇
よ
り
も
下
降
の
方
が
観
察
に
若
千
の
困

そ
の
他
、
「
形
態
と
意
味
内
容
の
相
関
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
置
類
の
場
合
、
そ
の
活
用
形
ア
の
ほ
と
ん
ど
が
高
平
板

型
を
呈
す
る
が
、
中
に
連
用
形
ー
と
已
然
形
と
の
み
は
●

O
型
を
あ
ら
わ
し
、
渡
類
、
捨
類
で
も
全
く
同
様
に
高
平
板
型
を
と
る
こ

と
は
な
い
。
取
類
、
動
類
、
建
類
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
両
活
用
形
は
、
低
起
式
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
も
し
く
は
高
平
板
型

こ
の
こ
と
は
、
連
用
形
ー
と
已
然
形
の
両
活
用
形
の

場
合
、
そ
れ
ら
に
下
接
す
る
助
詞
「
て
」
「
ば
、
ど
も
」
と
の
融
合
の
度
合
が
、
他
の
諸
活
用
形
の
場
合
に
比
べ
て
最
も
弱
く
、
下

接
語
と
の
間
に
二
語
意
識
の
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
低
起
式
に
終
始
し
て
い
た

取
類
、
動
類
、
建
類
の
中
で
終
止
形

Il
は
、
こ
の
譜
本
よ
り
も
早
く
に
高
起
化
し
、
譜
本
で
は
更
に
進
ん
で
高
平
板
化
を
遂
げ
て
い

る
。
こ
の
場
合
は
、
下
接
し
て
い
る
助
動
詞
「
ま
じ
、
べ
し
」
と
の
間
の
融
合
度
と
い
う
点
に
お
い
て
最
も
強
く
、
文
法
機
能
上
の

特
徴
、
文
節
全
体
の
一
語
意
識
を
形
態
の
上
に
反
映
し
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
こ
の
両
者
の
中
間
に
、
高
平
板
化
に
は
至
ら
な
い
も

の
の
高
起
化
を
遂
げ
て
●

0
、
●
●

O
型
を
み
せ
る
連
用
形

Il
、
末
然
形

III
が
位
置
す
る
も
の
と
考
え
る
。
併
せ
て
、
動
類
の
ご
と

，
 



(1) 

謡
曲
譜
本
の
●

O
O
型

一
、
謡
曲
譜
本
所
載
の
和
語
ア
を
め
ぐ
る
若
干
の
音
韻
史
上
の
問
題

て
の
意
義
を
見
出
し
う
る
こ
と
を
改
め
て
確
か
め
え
た
も
の
と
考
え
る
。

き
は
高
平
板
型
化
し
て
融
合
度
の
強
さ
を
示
す
に
至
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
動
詞
活
用
形
ア
の
体
系
は
、
平
曲
譜
本
、
補
忘
記
の
体
系
に
似
る
が
、
な
か
に
は
現
代
京
阪
ア
に
こ
そ
よ
り
近
い
若

千
の
特
徴
を
帯
び
、
伝
統
的
な
、
『
東
京
教
育
大
本
』
に
近
し
い
一
、
二
の
現
象
も
指
摘
せ
ら
れ
る
な
ど
、
資
料
的
均
質
性
と
い
う
点

で
は
決
し
て
一
様
と
は
言
い
難
い
。

次
い
で
、
形
容
詞
ア
は
資
料
7
に
示
す
。
こ
の
場
合
に
も
、
平
曲
譜
本
の
も
つ
体
系
と
の
間
の
類
似
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
赤

類
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ほ
ぼ
平
曲
譜
本
の
体
系
に
等
し
く
、
連
体
形
に
●
〇
●
型
が
み
え
て
現
代
京
阪
ア
の
一
端
を
み
せ
る
。
全
体

に
高
平
板
型
が
目
に
つ
く
。
白
類
の
場
合
も
、
連
用
形
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
四
座
講
式
か
ら
の
高
起
化
を
遂
げ
た
形
態
を
考
え
れ
ば
、

そ
の
連
用
形
に
し
て
も
、
連
用
修
飾
の
場
合
に
は

0
●
O
型
を
と
っ
て
伝
統
的
な
形
態
に
従

謡
曲
譜
本
の
型
式
に
一
致
し
て
く
る
。

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
平
曲
譜
本
の
場
合
同
様
謡
曲
譜
本
の
も
つ
特
徴
と
し
て
面
白
い
。

譜
本
に
赤
類
と
白
類
と
の
区
別
の
存
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
言
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
こ
の
時
期
、
そ
し
て
謡
曲

以
上
、
謡
曲
譜
本
カ
ヽ
ル
所
載
の
ア
に
つ
い
て
概
略
述
べ
て
き
た
が
、
動
詞
ア
形
容
詞
ア
の
若
干
に
現
代
京
阪
的
要
素
や
伝
統
性

が
見
出
さ
れ
る
な
ど
、
一
様
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
の
、
概
ね
に
お
い
て
は
、
平
曲
譜
本
、
補
忘
記
と
同
様
、
近
世
初
期

の
京
阪
ア
の
現
実
の
姿
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
謡
曲
譜
本
カ
ヽ
ル
、
詞
、
ク
ド
キ
に
も
近
世
京
阪
ア
資
料
と
し

10 



謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

古
今
訓
点
抄
、
大
慈
院
本
。
四
座
講
式
な
ど
に
お
い
て
、
二
拍
名
詞
川
類
に
下
接
す
る
助
詞
「
〈
、
ガ
、
二
、
ヲ
」
の
卓
立
す
る

傾
向
は
既
に
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
よ
り
更
に
下
り
、
近
世
初
期
の
京
阪
ア
を
映
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
謡
曲
譜

本
に
あ
っ
て
、
こ
の
川
こ
類
の
ア
型
式
に
●
〇
▼
型
が
多
く
あ
ら
わ
れ
、
あ
た
か
も
助
詞
の
卓
立
傾
向
が
、
未
だ
失
な
わ
れ
て
い
な

い
か
の
ご
と
き
観
を
呈
す
る
例
が
あ
る
。

一
ヽ
―

石
は
（
葛
城
、
第
四
、

6
ぺ
上
段
14
行）

こ
の
よ
う
に
、
低
音
部
を
隔
て
、
二
つ
の
高
い
ア
の
丘
が
前
後
に
あ
ら
わ
れ
る
例
は
、
二
拍
名
詞
で
は
他
に
も
、
山
こ
類
、
三
拍
名

詞
で
い
え
ば
、
命
〈
、
命
ノ
類
、
頭
こ
類
、
小
豆
2

類
、
二
十
才
2

類
、
兜
こ
類
、
動
詞
に
は
、
動
類
の
未
然
形
ー
、
連
用
形
ー
、

終
止
形
、
連
体
形
、
已
然
形
、
建
類
の
連
体
形
、
形
容
詞
白
類
の
終
止
形
、
連
体
形
な
ど
を
挙
げ
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
●

0
▼
、
●

(14) 

叫
劃
y
、
●
劃
コ

F.、
0
釧
コ

T
、
劃
コ
釧
な
ど
の
、
謂
ゆ
る
「
●
〇
●
」
型
を
と
る
そ
れ
ぞ
れ
に
は
共
通
し
た
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
。
即
ち
、
川
〇
類
、
小
豆

2
類
、
二
十
才
こ
類
、
兜
こ
類
を
措
け
ば
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
中
世
前
期
ア
で
は
低
起
式
を
専
ら
と

し
、
南
北
朝
期
ま
で
に
語
頭
で
の
低
音
連
続
の
傾
向
が
失
な
わ
れ
て
高
起
化
を
遂
げ
た
型
式
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
命

類
、
動
詞
、
形
容
詞
の
各
活
用
形
ア
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
に
統
合
的
機
能
を
考
え
る
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
一
語
の
中
に
低

音
部
を
隔
て
て
の
二
つ
の
高
い
ア
の
丘
が
前
後
に
あ
ら
わ
れ
る
形
式
は
、
ラ
ン
グ
状
態
の
観
察
で
は
到
底
認
め
難
く
、
そ
の
他
の
山

2
類
、
頭
こ
類
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
助
詞
の
卓
立
傾
向
が
最
早
失
な
わ
れ
て
い
る
べ
き
謡
曲
譜
本
中
で
の
多
数
の
「
●
〇
●
」
型

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
山
こ
類
に
お
け
る
●
〇
▼
、
命
類
の
●
〇
●
を
取
り
上
げ
て

み
る
と
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
〔
0
0
►
↓
●

0
▽
〕
ヽ
〔

0
0●
↓
●

0
0〕
と
い
う
一
般
的
な
ア
変
化
が
南

北
朝
期
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
起
こ
り
、
そ
の
変
化
の
過
渡
的
現
象
と
し
て
、
つ
ま
り
は
、
第
三
拍
目
の
高
音
部
が
後
退
し
第
一
拍
目
に

11 



あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
、
「
急
激
な
ア
変
化
」

宗
の
声
明
資
料
、
仏
遺
教
経
に
お
い
て
「
●
〇
●
」
型
に
施
譜
さ
れ
た
曲
調
を
金
田
一
春
彦
氏
が
、

こ
れ
は

0
0●
型
か
●
O
O
型
に
移
る
時
の
過
程
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
興
味
を
ひ
く
（
中
略
）00

• 

型
が
●
〇
▽
型
に
変
化
す
る

(15) 

途
中
●
〇
▼
型
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
て
お
も
し
ろ
い
。

と
さ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
桜
井
茂
治
氏
が
補
忘
記
下
巻
相
当
部
分
の
「

O
O●
」
型
を
と
り
上
げ
て
音
戸
学
的
な
ア
の
相
を
映

〈

16)

し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
音
韻
論
的
な
型
と
認
め
ら
れ
る
金
田
一
氏
と
の
間
に
微
妙
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
を
も
つ
。
今
―
つ
は
、

同
じ
く
仏
遺
教
経
を
取
り
上
げ
て
桜
井
氏
が
、
二
つ
の
原
理
、
即
ち
、
主
と
し
て
「
直
前
の
高
い
曲
節
に
引
か
れ
て
お
こ
っ
た
曲
節

変
化
」
で
、
直
前
が
低
い
曲
節
の
時
に
も
稀
に
あ
ら
わ
れ
る
「
●
〇
●
」
型
に
つ
い
て
は
「
南
北
朝
期
の
型
の
変
化
に
引
か
れ
た
類

推
変
化
」
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
立
場
で
あ
り
、
後
者
の
説
明
は
、
類
推
変
化
は
別
と
し
て
も
、
型
の
変
化
の
過
渡
的
現
象
と
し
て

の
「
●
〇
●
」
型
の
存
在
を
音
韻
論
的
に
認
め
る
点
で
は
金
田
一
氏
の
立
場
に
同
じ
い
。
奥
村
氏
に
も
、
平
曲
譜
本
、
謡
曲
譜
本
、

仏
遺
教
経
な
ど
の
「

O
O●
」
型
を
取
り
上
げ
て
、

（
筆
者
注
●
0
●
)
が
安
定
し
た
ラ
ン
グ
型
式
と
し
て
用
い
ら
れ
た
時
期
は
あ
っ
た
と
し
て
も
ご
く
短
か
か
っ
た
。

と
さ
れ
て
、

〔

0
0●
↓
●

0
0〕

（
音
声
学
的
）

ハ
ロ
ー
ル
的

に
対
し
て
の
緩
衝
的
な
意
味
合
い
を
「
●
〇
●
」
型
に
見
出
す
立
場
。
新
義
真
言

の
過
渡
的
現
象
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
消
極
的
で
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
は
、

(18) 

な
ア
観
察
に
由
来
す
る
音
楽
的
な
旋
律
特
徴
に
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
●
〇
●
」
型
な
る
も
の
は
、
資
料
8
に
み

る
よ
う
に
平
曲
譜
本
の
曲
節
の
中
で
も
折
声
に
比
較
的
用
例
が
集
中
（
「
●

0
0」
型
も
少
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
し
、
白

声
、
口
説
な
ど
に
は
例
を
み
な
い
。
補
忘
記
も
ま
た
同
様
に
、
下
巻
相
当
部
分
に
集
中
し
上
巻
で
は
●

0
▽
、
●

O
O型
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
●

0
●
」
型
な
る
も
の
は
、
平
曲
譜
本
の
折
声
と
補
忘
記
下
巻
相
当
部
分
、
謡
曲
譜
本
と
に
顕
著
な
現
象
で
、
と
り

12 



謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

一
例
と
、
い
ず
れ
も

ち
な
み
に
、
語
頭
に
お
け
る
低
音
連
続
の
傾
向
が
失
な
わ
れ
て
高
起
化
す
る
に
至
っ
た
一
連
の
語
彙
の

中
で
、
「
●
〇
●
」
型
を
と
ら
ぬ
も
の
を
謡
曲
譜
本
の
中
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、

-
「
ハ
ル
ヽ
ー
て
「
「

心
に
は
（
阿
漕
、
第
二
、

113
ペ
上
段
12
行）

の
わ
ず
か
一
例
が
あ
る
ば
か
り
で
、
こ
れ
と
て
も
、
第
二
、
三
拍
間
に
「
／
ル
」
の
注
記
が
合
わ
せ
て
施
さ
れ
て
あ
っ
て
確
例
と
は

み
な
し
難
い
。
同
時
に
、
仏
遺
教
経
の
中
に
は
、
「
●
〇
●
」
型
を
と
ら
ず
に
依
然
と
し
て
伝
統
的
な0
0
►
、

0
0
●
▼
型
に
実

現
す
る
例
が
少
な
か
ら
ず
み
え
る
の
に
対
し
て
、
謡
曲
譜
本
で
は
「
●
〇
●
」
型
専
一
と
い
っ
て
よ
い
。
更
に
、
〔

0
0●
↓
●

0

〇
〕
と
い
う
一
般
的
な
ア
変
化
と
は
何
ら
関
係
な
く
、
本
来
が
高
起
式
の
●
〇
▽
た
る
べ
き
川

2
類
や
、
●

0
0
▽
、
●
●

0
▽‘

。
・
。
▽
型
を
と
る
べ
含
二
十
才
こ
類
、
小
豆

2
類
、
兜

2
類
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
十
、
二
、
四
、

「●

0
●
」
型
が
あ
ら
わ
れ
、

め
に
（
通
盛
、
第
一
、

113
ペ
表
2
行）

其
た

申
さ
ぷ
応
戸
（
江
口
、
第
三
、

1
9
9
ペ
上
段
14
行）

の
二
例
を
例
外
と
し
て
数
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
謡
曲
譜
本
で
は
専
ら
「
●
〇
●
」
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
ま
ず
仏
遺
教
経
に
お
け
る
「
●
〇
●
」
型
を
曲
節
変
化
に
も
と
め
て
説
か
れ
る
立
場
は
、
謡
曲
譜
本
に
限
っ
て
い
え
ば
従
い
難

い
。
更
に
、
平
曲
譜
本
の
折
声
、
補
忘
記
下
巻
相
当
部
分
や
謡
曲
譜
本
に
顕
著
に
「
●
〇
●
」
型
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
は
、
三
者
が
、
共
に
型
の
変
化
〔

0
0●
↓
●

0
0〕
の
過
渡
期
の
●
〇
●
型
を
音
韻
論
的
に
映
し
て
、
比
較
的
古
い
形
態
を
み

せ
て
い
る
、
と
も
、
ま
た
、
他
の
曲
節
に
は
期
待
で
き
な
い
音
楽
的
な
旋
律
特
徴
を
特
に
映
し
て
い
る
、
と
も
、
ま
だ
そ
の
い
ず
れ

に
も
解
し
う
る
余
地
が
あ
る
が
、
謡
曲
譜
本
が
他
の
二
者
に
比
べ
て
よ
り
徹
底
し
て
「
●
〇
●
」
型
を
と
る
と
い
う
事
実
に
着
目
す

わ
け
謡
曲
譜
本
に
著
し
い
。

13 



れ
ば
、
謡
曲
譜
本
に
「
●
〇
●
」
型
が
専
一
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
た
と
え
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
説
明
の
う
ち
の

い
ず
れ
を
と
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
り
著
し
い
場
合
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
謡
曲
譜
本
は
す
べ
て
の
曲
節
に
「
●

0
●
」

型
が
あ
ら
わ
れ
る
の
に
対
し
他
の
二
者
は
折
声
、
下
巻
相
当
部
分
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
低
音
連
続
傾
向
の
消
滅
云
々
と
は
関
係
な
く

本
来
的
に
高
起
式
た
る
べ
ぎ
川
こ
類
、
二
十
才
こ
類
、
小
豆
こ
類
が
、
や
は
り

0
0
▼
、
●
o
e
►
、

.

.

 。
▼
の
「
●

0
●
」
型

を
と
る
と
い
う
事
実
の
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
な
お
型
の
変
化
、
従
っ
て
「
合
併
に
よ
る
類
推
」
の
働
き
の
依
然
と
し
て
あ
り
う

る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
平
曲
譜
本
折
声
、
謡
曲
譜
本
全
体
が
帯
び
て
い
る
音
楽
的
な
旋
律
特
徴
に
よ
る
解
釈
に
傾
く
。
し
か
も
、

後
に
（
盛
久
、
第
三
、

50
ペ
下
段
9
行）

こ
の
「

O
O●」

な
る
兜
類
の
一
例
は
、
唯
一
例
な
が
ら
も
、
合
併
に
よ
る
類
推
の
作
用
を
考
え
る
立
場
に
消
極
性
を
も
ち
こ
む
。

型
が
、
〔

0
0
9↓
●

0
0〕
な
る
型
の
変
化
の
過
渡
的
現
象
を
映
し
た
も
の
と
す
る
考
え
方
は
、
謡
曲
譜
本
の
場
合
を
律
し
え
ず
、

む
し
ろ
、
「
●

0
、
●
●

0
と
く
れ
ば
、
次
の
一
拍
は
必
ず
や
高
音
に
唱
え
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
音
楽
的
な
旋
律
特
徴
の
存
在
を

考
え
た
い
。
従
っ
て
、
下
降
部
分
ま
で
は
そ
の
ア
を
京
阪
ア
の
現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

謡
曲
譜
本
の
施
譜
を
詳
細
に
吟
味
し
て
み
る
と
、
個
々
の
語
の
ア
型
式
を
は
か
る
上
で
、
な
お
問
題
と
な
る
べ
き
若
干
の
現
象
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
拍
名
詞
「
所
」
は
、
現
代
京
阪
ア
で
こ
そ
形
類
に
属
し
て
い
る
が
、

四
座
講
式
、
平
曲
譜
本
で
は

0

●
●
、
●
●

O
型
の
二
様
に
行
な
わ
れ
、
助
詞
を
介
さ
ぬ
場
合
に
は
そ
の
調
価
が

．．
 C
で
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
が

(20) 

あ
る
。
こ
の
点
を
謡
曲
譜
本
に
よ
っ
て
み
て
み
る
に
、

位
む
鸞
応
に
炉
（
三
井
寺
、
第
四
、

1240へ
下
段
12
行）

(2) 

語
の
ア
類
別
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謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

鴫
ふ
匹
[
(
常
陸
帯
、
第
四
、

141
ペ
上
段
1
行）

の
ご
と
く
、
●
●

O
型
に
施
譜
さ
れ
た
二
例
が
●
●
●
型
を
と
る
三
例
と
拮
抗
し
て
い
る
。

何
ノ
|
_
（
許
）f
•
9
集
（
図
・
名
義
抄
）

の
一
例
、
観
・
名
義
抄
の
六
例
は
い
ず
れ
も
●
●
●
型
で
揺
れ
が
な
い
も
の
の
、
仏
遺
教
経
に
お
い
て
は
、
形
類
所
属
の
語
の
中
で

こ
の
「
所
」
ば
か
り
が
所
属
が
一
様
で
な
い
。
こ
の
こ
と
よ
り
推
し
て
謡
曲
譜
本
に
お
け
る
「
所
」
の
調
価
も
、
施
譜
に
あ
た
っ
て

．．
 。
に
も
●
●
●
に
も
観
察
さ
れ
う
る

．．
 C
型
を
考
え
た
い
。
ま
た
、
二
拍
名
詞
「
上
」
の
場
合
に
も
、

こ
の
う
へ
に
は
（
大
會
、
第
三
、

173
ペ
下
段
6
行）

祈
る
う
へ
は
（
道
成
寺
、
第
四
、

34
ペ
下
段
13
行）

の
よ
う
に
、
二
例
が
い
ず
れ
も
●

O
型
に
行
な
わ
れ
、
補
忘
記
、
現
代
京
阪
ア
で
の
庭
類
所
属
と
は
異
な
り
、
図
・
名
義
抄
（
二
例

と
も

•
o
)
、
観
・
名
義
抄
（
●
0
三
例
、
●
●
二
例
）
、
四
座
講
式
（
●0
多
し
）
や
、
平
曲
譜
本
で
の
●

O
型
が
多
数
を
占
め
る

傾
向
に
近
い
。
こ
の
「
上
」
に
つ
い
て
も
、
謡
曲
譜
本
以
外
に
は
●
●
型
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
●

C
型
の
一
時
期
の
あ
っ
た
こ
と

と
、
謡
曲
譜
本
で
の
●

O
型
の
譜
は
観
察
に
際
し
て
の
揺
れ
と
し
て
理
解
し
た
い
。

詈
ふ
と
い
も
（
清
経
、
第
一
、

126
ペ
裏
7
行）

の
一
例
に
つ
い
て
も
問
題
が
残
る
。
三
拍
名
詞
「
一
人
」
は
観
・
名
義
抄
に
よ
れ
ば
、

隻
ヒ
ト
リ
（
僧
中
一
三
六
）

．
．
．
 

と
0
●
O
型
を
示
し
、
金
田
一
氏
の
『
國
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
話
』

も

x
印
を
施
さ
れ
て
兜
類
に
所
属
し
て
い
る
。
そ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、 （

春
陽
堂
版
）

所
載
「
國
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
研
究
」

121
ペ
で

15 



X
及
び
△
は
東
京
語
、
大
阪
語
で
同
類
の
他
の
諾
と
は
異
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
さ
れ
る
が
、
他
地
方
の
方
言
を
考
慰
に
入
れ
る
と
そ
の
類
に
犀
さ

せ
た
い
と
考
え
ら
れ
る
諾

こ
の
間
の
事
情
は
、
「
一
人
」
が
二
つ
」
共
々
現
代
京
阪
ア
で

0
0
8型
に
行
な
わ
れ
て
兜
類
の
中
か
ら
個
別
に
兎
類

に
合
併
し
、
東
京
ア
の
場
合
と
は
所
属
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
、
各
地
方
言
ア
に
お
け
る
型
の
区
別
と
所
属
語
彙
に
関
す
る
報
告
、

「
近
畿
ア
ク
セ
ン
ト
圏
邊
境
地
甑
の
諸
ア
ク
セ

金
田
一
氏
の
「
補
忘
記
の
研
究
絞
紹
」
（
『
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
』
）
生
田
早
苗
氏
の

(21] 

ン
ト
に
つ
い
て
」
（
『
胴
語
ア
ク
セ
ン
ト
論
叢
』
）
、
と
り
わ
け
、
豊
富
な
調
査
語
彙
を
駆
使
し
て
の
寺
田
泰
政
氏
の

ク
セ
ン
ト
』

（
美
哉
堂
書
店
）
に
例
を
と
れ
ば
、

兜
類
の
中
か
ら
こ
の
「
一
人
」
だ
け
が
、
浜
名
郡
新
居
町
、
周
智
郡
森
町
、
中
川

根
町
上
長
尾
（
い
ず
れ
も
静
岡
地
方
）
な
ど
の
地
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
頭
類
、
命
類
、
形
類
に
合
併
し
て
い
て
所
属
に
揺
れ
の
あ

る
こ
と
、
な
ど
の
事
実
に
よ
っ
て
肯
づ
け
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
四
座
講
式
に
お
け
る
「
一
人
」
へ
の
旅
譜
が

0
●

0
、
.

.

 

0
の
二
様
に
揺
れ
て
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
と
も
焦
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
謡
曲
譜
本
で
の
〇
●
●
の
場
合
、
兜
類
所
属
と
は
言
い

条
、
揺
れ
を
み
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
一
人
」
が
、
こ
の
時
ま
で
に
伺
別
に
兎
類
に
合
併
、
や
が
て

[
0鬱
●
↓

o
o
e〕
と
い
う

一
般
的
な
ア
変
化
を
受
け
て
、
兎
類
の
他
の
語
と
共
に
今
日
の
京
阪
ア
に
み
る
よ
う
なo
o
•

、
、
、

型
を
と
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
現
代
京
阪
ア
に
お
け
る
「
一
人
」
の
ア
型
式
を
も
含
め
た
合
理
的
な
説
明
が
与
え
ら
れ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
他
で
は
、

誓
予
ふ
戸
（
鉄
輪
、
第
二
、

124
ペ
上
段
12
行）

と

o
•
•
型
を
示
す
「
首
」
に
は
、
観
・
名
義
抄
、
四
座
講
式
に
お
け
る
よ
う
な

0
●
●
、

o
o
e両
型
間
の
揺
れ
が
み
え
ず
、
同

様
に
「
後
」
も
、
先
に
引
用
の
ご
と
く

0
鬱

O
型
で
あ
り
、
揺
れ
を
み
せ
て
い
る
四
座
購
式
の
傾
向
と
は
異
な
る
こ
と
な
ど
注
目
さ

高
音
部
の
後
退
し
て
い
く
普
遍
的
、

と
あ
る
。

『
遠
州
方
言
の
ア

16 



れ
る
が
、

用
例
数
の
絶
対
値
の
乏
し
さ
か
ら
い
っ
て
も
論
証
に
不
十
分
を
き
た
す
、
現
代
京
阪
、
各
地
方
言
ア
で
の
類
別
と
を
参
照

し
つ
つ
な
お
検
討
の
余
地
が
残
る
。

当
面
の
、
謡
曲
譜
本
の
も
つ
近
世
初
期
京
阪
ア
資
料
と
し
て
の
意
義
を
明
ぎ
ら
か
な
ら
し
め
ん
と
す
る
本
稿
の
目
的
が
い
さ
さ
か

で
も
実
を
結
ん
だ
も
の
な
る
か
、
大
方
の
御
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。
「
は
じ
め
に
」
に
掲
げ
、
本
稿
に
お
い
て
留
保
す
べ
き
と
し

た
諸
課
題
に
加
え
て
平
曲
・
謡
曲
譜
本
相
互
の
曲
節
の
比
較
に
進
ま
ね
ば
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
機
会
を
改
め
て
報

告
に
及
び
た
い
と
思
う
。

註
(

1

)

ア
ク
セ
ン
ト
を
ア
と
略
称
し
太
字
を
も
っ
て
示
す
。

(

2

)

特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
京
都
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
蔵
本
『
平
曲
正
節
』
を
指
し
て
用
い
る
。

(
3
)

以
下
、
図
・
名
義
抄
、
観
・
名
義
抄
と
略
称
す
る
。

(
4
)

筆
者
の
「
前
掲
論
文
」
5
2
。ぺ

(

5

)

『
翡
麟
鐸
東
亜
音
楽
論
叢
』

245ー

286
ペ
所
収
。

(
6
)

山
ハ
類
と
略
称
し
、
助
詞
「
ノ
」
を
下
接
さ
せ
る
場
合
に
は
山
ノ
類
と
し
て
こ
れ
に
準
ず
る
。

(

7

)

金
田
一
氏
「
國
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
時
代
的
変
遷
」
、
大
野
晋
氏
「
仮
名
遣
の
起
源
に
つ
い
て
」
（
そ
れ
ぞ
れ
『
國
語
と
國
文
学
』
昭
和
3
5
年

10
月、

25
年
12
月
号
）
参
照
。

(
8
)

「
平
曲
譜
本
に
反
映
し
た
ア
ク
セ
ン
ト
ー
京
大
本
平
曲
正
節
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
國
語
と
國
文
学
』
昭
和
45
年
10
月
特
輯
号
）
の
奥
村

三
雄
氏
の
論
文
所
収
の
資
料
よ
り
引
く
、
以
下
同
様
。

(

9

)

奥
村
氏
、
「
前
掲
論
文
」
1
5
1
ペ
下
段
。

謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

四
、
お

わ

り

に

17 



(10)

以
下
、
捨
類
、
置
類
な
ど
の
ア
型
式
の
類
別
に
よ
っ
て
区
別
し
活
用
の
穏
類
に
は
触
れ
な
い
。

(
1
1
)

奥
村
氏
、
「
前
掲
論
文
」

149
ペ。

(12)

『
東
京
教
育
大
本
』
と
略
称
す
る
。

(

1

3

)

歩
類
の
表
示
は
例
数
が
乏
し
い
た
め
省
略
。

(

1

4

)

傍
線
部
分
の
よ
う
に
。
低
音
部
を
隔
て
て
前
後
に
二
つ
の
高
い
ア
の
丘
の
あ
る
も
の
を
総
称
し
て
呼
ぶ
。

(
1
5
)

『
四
座
講
式
の
研
究
』
邸
ぺ
注
2
0

(16)

「
論
議
に
反
映
し
た
室
町
初
期
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
（
『
國
語
國
文
』
昭
和
3
8
年
5
月
号
）

(17)

「
『
仏
遭
教
経
』
の
旋
悼
に
反
映
し
た
国
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
（
『
國
語
學
』
2
7
輯
）

67
ペ゚

(18)

奥
村
氏
、
「
前
掲
論
文
」
貸
ぺ
下
段
ー
諏
ぺ
上
段
。
「
ア
ク
セ
ン
ト
史
料
と
し
て
見
た
平
曲
諮
本
」
（
「
文
學
研
究
」
第
6
9
輯
）

18
ペ
。
購
座

国
語
史
2

『
音
韻
史
・
文
字
史
』
ー
古
代
の
音
韻
ー
諏
ぺ
。

5
 

¥

―

―

―

 

(

1

9

)

を
ん
な
の
（
芭
蕉
、
第
三
、

4
ぺ
下
段
10
行
）
も
あ
る
が
、
現
代
京
阪
ア
で
兎
類
に
所
属
し
て
、
こ
こ

i
C
O●
O
型
の
例
と
し
て
あ
げ
る

ー

の
を
た
め
ら
わ
せ
る
。

(
2
0
)

『
四
座
講
式
の
研
究
』

346
ペ。

(21)

そ
の
他
、
平
山
輝
男
氏
に
「
全
国
音
調
比
較
表
」

典
』
）
が
あ
る
。

（
『
日
本
語
音
調
の
研
究
』
）
、
「
全
国
ア
ク
セ
ン
ト
比
較
表
」

（
『
全
国
ア
ク
セ
ン
ト
辞

18 



謡曲譜本に反映したる和語ァクセント

雨 松 山 Jll 庭

蓋亨
類 類 類 類 類

,,.-.... ゚ 0 ゜
.／. ・．-． ・・ ． 

ノ‘． ． 
゜

0 0 ． ． ．． ．． ガ
▽ ▼ ▼ ▽ ▼ ▼ 

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ 二

5 6 46 8 7 36 4 6 2 40 50 ヲ
、一 ..____ _ _.,, ...__ _ _,, 

ぺ 0 

0 0 ．． ．／． ・・ ． ． • • ．． 0 0 ． ． ．． 
▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▽ ▼ ▼ ノ

▼ ▽ ▼ 

6 24 11 11 34 32 5 3 1 16 43 、ーノ .....__ _ _/  

兜 兎 メロ入p 
． 

頭 小
形類 分類iJ 』 豆

類 類 類 類 類

゜゚
． ． ．／． ・./—. 、● ． 

ノ‘． ． 
゜゚

．．． ••• ． 
ガ

゜
． ． ． ● ● 0 ● ● 0 ． 

▽ ▼ ▼ ▽ ▼ ▼ 
二

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
1 4 1 1 ヲ

1 5 25 2 '--_--' 33 ...... _.,, 4 32 

I 

゜゚
． • ．． へ． r． ． ． ． 
゜゚

•• •• ． ． ． ． ． ．． ● 0 ． ノ

▽ ▼ ▼ 
， 

▽ ▼ ▼ ▼ 、一 ▼ 
1 

7 2 10 5 16 、一 19 

資
料

1

拍

名

詞

資
料
2

拍

名

詞
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取 :m 
I 

類

．゚ II 

＇ 
． ． 以

外

． マ ， ． ジ． ． ベ
シ．゚ IT 

＇ 
． 
゜

以

外． ． ， 
゜

シ． ．゚ ノゞ 已． 
゜

ド
然

モ 形

ノゞ

a ．゚ ． ズ． 
デ

I ． ． I 未． ． 贋 i 外． ． セレ I ．゚ ラサ

｝レス ill ．゚ ;1 連． ． 体形

資
料

4

二拍四段活用動詞

手 名 戸

蓋爪
類 類 類

゜
． ． ,Iヽ

• • ガ
▼ ▽ ▼ 

▼ ▼ 二

4 4 ヲ
やノ 4 '--'15 31 

゜
． ． 

•゚ ▼ ▽ T ノ
▼ .. 
4 3 
'-../ 2 ..__,, 2 ， 

資
料

3

拍

名

詞

註

●
は
高
音
、

0
は
低
音
、
▼
、
▽
は
助
詞
の
高
音
、
低
音

を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
。
数
値
は
用
例
数
を
示
し
、

X
印
は

例
の
皆
無
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
（
）
で
囲
み
、
数
値

を
示
さ
ぬ
も
の
は
、
近
世
初
期
の
他
の
ア
資
料
と
の
比
較

に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
型
式
で
あ
る
。
但
し
動
詞
、
形
容

詞
に
つ
い
て
は
数
値
を
略
す
。
従
っ
て
、
三
拍
形
容
詞
・

赤
類
の
連
体
形
●
〇
●
は
実
例
を
有
す
る
。

20 



□

―
 

分

類

／

／

捨

類
建

類

謡
曲
譜
本
に
反
映
し
た
る
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

o. ．．
 rr

以

外

．．
 
0

●

―

●

0
 

X 

マ
ジ
・ベ

シ

終
止
形
Il

・。•• 
ノゞ

X X 
ド
モ

o. •°—••—•

o. 

X 

II
以

外

シ

ノゞ

ズ

連
用
形
ー
＿
連
用
形

II
一
已
然
形
一
未
然
形
ー

X 

．
 
． 

終
止
形
ー

未
然
形

II

ー
・
皿以

外

.I Jレス

未
然
形

m

サーフ

体

形

連
体
修
飾

係

結

び

．．
 連

資料6

動 渡
;類分／玉;/! ----

類 類

． ． II ， ．゚ 以． ． 外． ． マ ， ． ． ジ
ベ・． ． シ． ． II 

＇ 
．゚ 以． 
゜

外． ． ， ． ． シ’．゚ ． ． ノゞ 已．゚ ド
然． 

゜
モ 形． ． ノゞ

＇ 
．゚ ． ． ズ． ． I ， ． ． 

罰．゚ ． ． セレ ， ． ． ラサ． ． ｝レス． ． ;1 連．゚ 体． ． 形

資
料

5

三
拍
四
段
活
用
動
詞

三
拍
二
段
活
用
動
詞
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他の曲節も一貫して

eo▼•。•
． 

JI I ＾ 日h
山

+ 類

ノ‘ ノ‘

類 類 類． ．． ． ． 
゜

0 0 

゜゚． ▽ ▼ ． ▼ 

2 2 40 25 36 

白声、口説は一貫して

●0▽● 00 

Jll ＾ up 

山

ノ‘ ノ‘

類 類 類．． • • •• 
0 0 0 0 0 0 
▽ ▼ 0 • ▽ ▼ 

8 5 5 4 13 8 

但し『平曲正節』第

一分冊のみの調査

上巻相当部分は一貫して

●0▽● 00 

Jl l ＾ ロ[J

山
ノ‘ ノ‘

類 類
類

ナ ．． ナ
0 0 

シ 0 • シ

4 12 

資
料
8

謡
曲
譜
本
（
力
、
ル
）

平曲譜本（折声）

白 赤

贔／形
類 類． ． 終

゜
． 止． ． 形． ：； 連

゜
体． 形

0 0 ． ， •• ． 
0.  

゜

資
料

7

三
拍
形
容
詞

補
忘
記
（
講
師
作
法
之
事
）
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