
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

武家共通語と謡曲

岡島, 昭浩

https://doi.org/10.15017/4755965

出版情報：雅俗. 3, pp.63-73, 1996-01-10. 雅俗の会
バージョン：
権利関係：



江
戸
時
代
の
方
言
分
布
の
お
お
ま
か
な
状
態
は
越
谷
吾
山
の

注
1

『
物
類
称
呼
』
（
安
永
四
年
）
等
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
、

語
彙
的
な
分
布
は
、
『
日
本
言
語
地
図
』
な
ど
で
見
る
現
在
の
状

況
と
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸

時
代
の
共
通
語
•
あ
る
い
は
方
言
間
の
言
語
交
流
の
状
態
は
ど
う

で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
人
々
が
全
国
ど
こ
で
も
自
由
に
行

き
来
で
き
る
現
在
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
、
異
な
る
方
言
の
話
者
と
会
話
す
る
と
い
う
こ
と
は
殆

ど
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

甚
だ
し
く
は
、
幕
藩
制
で
わ
ざ
と
方
言
を
複
雑
化
し
た
、
と
い

う
俗
説
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
薩
摩
で
は
言
薬
を
暗
号
化
し
、

わ
ざ
と
わ
か
り
に
く
く
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
一
時
代
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
中
部
地
方
な
ど
で
「
行
こ

武
家
共
通
語
と
謡
曲

「
な
ま
り
は
国
の
手
形
」
と
い
う
言
い
方
は
、
た
と
え
ば
寛
政

う
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
「
行
か
ず
」
な
ど
の
「
ず
」
は
「
む
ず
」

「
ん
ず
」
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
甲
州
で
は
武
田
信

玄
が
敵
を
欺
く
た
め
に
否
定
の
「
ず
」
を
肯
定
の
意
味
に
使
わ
せ

た
の
だ
、
な
ど
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
人
為
的
に
言
語
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は
あ
り

え
ま
い
が
、
た
し
か
に
方
言
の
境
界
線
で
あ
る
等
語
線
が
藩
境
と

一
致
す
る
こ
と
も
あ
り
、
関
所
の
存
在
も
あ
っ
て
、
言
語
の
交
流

は
抑
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
異
な
る
方
言
話
者
と
の
会

話
が
全
く
無
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
特
に
武
士
に

あ
っ
て
は
、
参
観
交
代
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
江
戸
に
諸
藩
の
武

士
が
集
い
、
話
を
通
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
に
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

岡

島

昭

浩

特
集
都
中
の
邸
／
郡
中
の
都
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九
年
『
新
噺
庚
申
講
』
（
噺
本
大
系
第
十
三
巻
）
に
見
え
る
が
、

こ
の
よ
う
な
諺
の
あ
る
の
は
異
な
る
方
言
の
話
者
が
接
触
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
天
明
八
年
の
古

川
古
松
軒
『
東
遊
雑
記
』
巻
之
八
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
二

0
二
頁
）

こ、
'l_＇ 

南
部
の
地
に
て
は
言
語
の
通
じ
難
き
こ
と
あ
り
と
て
、
盛
岡

城
下
よ
り
通
辞
の
者
を
二
人
ず
つ
付
け
給
い
し
に
、
こ
の
所

に
お
い
て
は
通
辞
の
解
せ
ざ
る
こ
と
の
あ
り
し
…
…

と
あ
る
が
（
平
凡
社
『
日
本
語
の
歴
史
』

6
な
ど
に
も
引
く
）
、

通
辞
が
居
た
と
い
う
の
は
、
方
言
差
の
甚
だ
し
さ
を
表
す
の
と
同

時
に
、
地
方
語
と
共
通
語
（
備
中
人
で
あ
る
著
者
古
松
軒
と
、
江

戸
の
人
と
思
わ
れ
る
幕
府
の
巡
見
使
と
、
南
部
藩
の
人
と
の
間
に

通
じ
る
言
葉
）
と
の
両
方
を
操
れ
る
人
物
が
居
た
こ
と
を
も
示
す

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
解
せ
ざ
る
こ
と
の
あ
り
し
」
と
い
う
ぐ

ら
い
で
あ
る
か
ら
、
通
辞
専
門
職
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
江
戸

で
も
南
部
で
も
会
話
に
不
自
由
し
な
い
人
物
が
、
巡
見
使
一
人
に

つ
き
二
人
ず
つ
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』
（
正
徳
五
年
）
上
巻
（
『
日
本
思
想

大
系
』
―
―
頁
）
で
も
、

凡
そ
五
方
の
語
言
同
じ
か
ら
ね
ば
、
た
と
へ
ば
今
長
崎
の
人

を
し
て
、
陸
奥
の
方
言
聞
し
め
む
に
は
、
心
得
ぬ
事
多
か
る

ベ
け
れ
ど
、
さ
す
が
に
我
国
の
内
の
こ
と
ば
な
れ
ば
、
「
か

く
い
ふ
事
は
、
此
事
に
や
」
と
、
を
し
は
か
ら
む
に
は
、
あ

た
ら
ず
と
い
ふ
と
も
遠
か
ら
じ
。

と
、
方
言
が
違
い
な
が
ら
も
、
全
く
分
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
、
と
言
っ
て
い
る
。

頭
陀
楽
雲
水
「
奥
九
旅
人
／
井
中
水
」
（
文
化
五
年
）
は
、
吉

町
義
雄
「
『
奥
九
旅
人
井
中
水
』
の
方
言
価
値
」
（
『
九
州
の
コ
ト

バ
』
昭
和
五
一
、
双
文
社
出
版
、
も
と
東
北
大
学
『
言
語
』
二
、

昭
和
一
三
）
で
紹
介
さ
れ
、
近
世
文
芸
叢
刊
『
上
方
滑
稽
本
』

（
昭
和
四
五
）
に
影
印
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
薩
摩
の
武
士
と
、

仙
台
と
思
わ
れ
る
奥
州
の
武
士
と
が
京
都
見
物
を
す
る
話
で
あ
る
。

当
然
、
方
言
差
が
有
る
こ
と
が
趣
向
な
の
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
、

言
語
が
通
じ
な
く
て
困
る
と
い
う
記
述
は
少
な
く
、
こ
の
二
人
が

酔
っ
た
と
き
の
言
葉
を
京
都
の
人
が
聞
取
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
出
て
く
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
場
面
で
は
裡
言
混
じ
り
の
言

葉
を
、
読
者
は
横
に
付
さ
れ
た
傍
注
で
意
味
を
辿
る
こ
と
が
出
来

る
わ
け
だ
が
、
作
中
人
物
同
士
も
結
構
通
じ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
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「
江
戸
共
通
語
」
ま
た
「
武
家

て
い
る
。

右
は
京
都
で
の
こ
と
だ
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
式
亭
三
馬
が

『
狂
言
田
舎
操
』
（
文
化
八
年
）
や
、
『
四
十
八
癖
』
（
文
化
一
四

年
）
で
記
す
よ
う
に
、
江
戸
に
は
諸
国
の
人
が
集
り
、
全
国
の
言

葉
が
通
じ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
式
亭

三
馬
ら
江
戸
の
人
が
勝
手
に
そ
う
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
諸
国
か
ら
出
て
き
た
人
々
は
訛
り
を
出
し
な
が
ら
も
江
戸
の

人
々
と
話
を
通
じ
さ
せ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

と
も
か
く
当
時
、
江
戸
に
集
っ
た
諸
国
の
人
々
が
み
な
筆
談
で
用

を
足
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
し
、
共
通
語
と
い
う
よ
う
な
も
の

注
3

が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
か
ざ
る
を
え
ま
い
。

た
だ
、
こ
れ
が
現
代
の
共
通
語
の
直
接
の
祖
先
に
あ
た
る
も
の

か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
江
戸
語
・
東
京
語
・
現
代
の
共
通

語
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
、
「
江
戸
語
」
と
い
っ
た
場

合
、
そ
れ
が
町
人
だ
け
の
言
葉
な
の
か
、
武
士
も
使
う
も
の
な
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
東
京
語
に
な

り
、
さ
ら
に
共
通
語
の
土
台
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
点

で
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
共
通
語
と
し
て
、

注
4

共
通
語
」
あ
る
い
は
「
共
通
教
養
語
」
と
い
っ
た
呼
び
方
が
あ
る
。

呼
び
方
の
違
い
は
論
者
の
考
え
方
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
部
分

も
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
は
そ
れ
を
穿
繋
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い

し
、
話
題
と
す
る
と
こ
ろ
が
武
士
が
登
場
人
物
と
な
る
逸
話
な
の

で
、
以
下
「
武
家
共
通
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
こ
の
「
武
家
共
通
語
」
が
江
戸
だ
け
で
行
わ
れ
た
も
の

な
の
か
、
全
国
へ
の
広
が
り
を
み
せ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点

に
関
し
て
も
見
て
お
き
た
い
。

島
田
春
雄
『
明
日
の
日
本
語
』
（
昭
和
一
六
、
冨
山
房
）
に
引

く
、
元
禄
ご
ろ
の
『
菓
隠
』
（
岩
波
文
庫
上
四
三
頁
）
で
は
、
大

阪
が
え
り
の
藩
土
が
上
方
の
言
葉
を
話
し
笑
わ
れ
た
、
と
し
た
上

で、

江
戸
上
方
へ
久
し
く
詰
め
候
節
は
、
常
よ
り
も
御
国
口
ひ
ら

き
申
す
べ
き
事
に
候
。

と
記
し
て
い
る
。
上
方
や
江
戸
か
ら
国
元
へ
戻
っ
て
も
、
江
戸
や

上
方
の
言
葉
が
口
か
ら
出
て
し
ま
う
人
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
州
と
い
う
土
地
は
現
在
で
も
、
東
京
帰
り
だ
か
ら
と
い
っ
て
東

京
風
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
を
椰
楡
す
る
風
潮
が
あ
る
が
、
そ
れ

を
避
け
る
た
め
に
意
識
し
て
方
言
を
出
す
と
い
う
の
は
面
白
い
。
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し
か
し
こ
う
し
た
風
潮
の
な
い
よ
う
な
地
方
で
は
、
江
戸
や
上
方

の
言
薬
が
広
が
る
こ
と
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
薩
摩
で
は
南
山
公
の
時
代
に
大
阪
語
を
薩
摩
人
に
習
わ

注
5

せ
よ
う
と
し
た
事
が
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
そ
う
だ
が
、
特
に
西

日
本
で
は
上
方
の
こ
と
ば
を
土
台
と
し
た
共
通
語
の
よ
う
な
も
の

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
わ
せ
る
。

全
国
的
に
み
て
も
規
範
的
な
も
の
と
し
て
は
京
都
の
言
薬
が
考

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
幕
末
ご
ろ
の
外
国
人
の
記
載
に
も
あ
る

の
だ
が
、
菊
池
武
人
『
近
世
仙
豪
方
言
書
』
（
平
成
七
、
明
治
書

院
）
に
ひ
く
、
『
甲
子
夜
話
』
正
篇
第
一
―
巻
U
-
六
]
話
（
平
凡

社
東
洋
文
庫
『
甲
子
夜
話
1
』
一
九
四
頁
）
の
、

先
年
聞
た
る
は
仙
台
侯
の
国
元
に
て
生
長
せ
ら
れ
し
息
女
、

奥
州
言
葉
な
れ
ば
、
都
下
へ
出
て
他
に
嫁
せ
ら
れ
し
と
き
、

如
何
あ
ら
ん
と
て
、
父
侯
京
の
婦
女
を
召
下
し
て
息
女
に
つ

け
て
、
言
葉
づ
か
ひ
を
聞
習
は
せ
ら
れ
し
が
、
月
日
を
経
る

中
、
い
つ
か
京
女
仙
台
言
葉
に
な
り
に
け
る
な
り
。

と
い
う
記
事
も
典
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

吉
町
義
雄
「
大
和
口
上
言
葉
集
」
（
『
九
州
の
コ
ト
バ
』
昭
和

五
一
、
双
文
社
出
版
、
も
と
『
文
学
研
究
』
三
四
）
が
翻
刻
紹
介

す
る
資
料
は
、
琉
球
の
人
が
薩
摩
訛
り
の
江
戸
の
言
菓
（
大
大
和

ロ
）
を
覚
え
る
様
子
が
う
か
が
え
る
書
で
あ
る
。
ま
た
奥
里
将
建

「
大
和
口
上
物
語
集
と
そ
の
検
討
」
（
『
方
言
』
八
ー
ニ
昭
和

一
三
）
は
同
じ
く
上
方
の
言
葉
を
学
ん
だ
資
料
と
み
な
さ
れ
て
い

る。
方
言
の
甚
だ
し
い
こ
と
の
代
表
と
さ
れ
る
薩
摩
に
し
て
、
こ
の

よ
う
に
大
阪
の
言
葉
や
江
戸
の
言
葉
を
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
方
言
差
が
激
し
い
か
ら
こ
そ
共
通
語
を
求
め
る
気
持
が
強

い
と
も
い
え
る
が
、
全
国
的
に
見
て
も
、
〈
聞
き
取
る
こ
と
が
出

来
な
い
〉
と
い
う
ほ
ど
訛
っ
た
方
言
し
か
話
せ
な
い
と
い
う
よ
う

な
人
物
は
、
少
な
く
と
も
他
地
方
に
出
て
行
く
機
会
の
有
る
武
士

の
中
に
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

゜

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
武
家
共
通
語
と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
と
す
る
と
考
え
難
い
こ
と
な
の
だ
が
、
江
戸
時
代
（
特
に
幕
末
）

あ
る
い
は
明
治
初
期
、
西
国
の
武
士
と
東
国
の
武
士
が
出
会
っ
た

と
こ
ろ
、
方
言
差
が
ひ
ど
く
て
話
が
通
じ
な
い
た
め
に
、
し
か
た

な
く
謡
曲
を
使
っ
て
話
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
わ

れ
る
。
例
え
ば
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
「
王
城
の
護
衛
者
」
で
も
、
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「
左
兵
衛
の
会
津
な
ま
り
が
ひ
ど
す
ぎ
て
理
解
に
く
る
し
む
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
左
兵
衛
は
や
む
な
く
、
謡
曲
の
文
語
を
藉
り
て

朗
々
と
声
を
張
り
あ
げ
た
」
と
使
わ
れ
る
な
ど
、
広
く
知
ら
れ
て

注
6

い
る
話
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
を
単
な
る
〈
伝
説
〉
で
あ
る
、
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
、
伝
説
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
伝

説
が
生
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、

も
し
こ
れ
が
事
実
に
基
づ
く
話
だ
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
背
景

の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
説
を
記
録
し
た
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
明
治
時
代
に
な
っ

て
か
ら
の
も
の
し
か
見
出
し
て
お
ら
ず
、
一
番
古
い
も
の
と
し
て

は
、
明
治
一
八
年
六
月
三

0
日
「
自
由
燈
」
社
説
、
朝
寝
坊
「
東

京
語
の
通
用
」
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
明
治
二
四
年
の
『
明
治

豪
傑
諏
』
に
見
え
る
よ
う
に
薩
摩
藩
の
黒
田
清
隆
と
秋
田
藩
の
添

田
清
右
衛
門
（
あ
る
い
は
清
左
衛
門
）
と
の
間
の
逸
話
、
と
具
体

的
人
物
の
名
を
挙
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
な
ど
、
明
治
以
降
、
こ

の
話
〈
謡
曲
共
通
語
〉
の
存
在
は
、
か
な
り
信
じ
ら
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。

信
じ
難
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
武
家
共
通
語
を
使
わ
ず
に
「
謡
曲
共
通

語
」
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し

て
、
武
家
共
通
語
を
使
う
こ
と
の
出
来
る
人
々
は
〈
教
育
の
あ
る

階
級
〉
の
人
で
あ
っ
た
の
だ
が
（
ヘ
ボ
ソ
）
、
「
謡
曲
共
通
語
」

の
逸
話
の
場
面
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
幕
末
に
は
、
武
士
で
も
比

較
的
下
層
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
ず
っ
と
国
元
に
い
る
筈
の
郷
士
な

ど
が
多
く
他
国
へ
出
向
く
よ
う
に
な
り
、
異
方
言
と
接
触
す
る
機

会
を
持
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
逸
話
の
舞
台
と
し
て
、
薩

摩
藩
士
が
戊
辰
の
役
の
頃
に
奥
州
の
人
々
と
、
と
い
う
場
面
が
掲

げ
ら
れ
る
の
を
考
え
、
ま
た
能
楽
で
あ
れ
ば
武
士
の
占
有
物
で
あ
っ

た
ろ
う
が
、
謡
曲
と
な
る
と
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
謡
曲
共
通
語
」
の
存
在
も
全

く
あ
り
え
な
い
こ
と
と
し
り
ぞ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
ま
い
。

た
だ
、
実
は
上
に
挙
げ
た
朝
寝
坊
「
東
京
語
の
通
用
」
も
そ
う

な
の
だ
が
、
土
子
笑
面
『
話
術
新
論
ー
一
名
講
談
落
語
の
論
—
』

（
明
治
二
二
、
哲
学
書
院
）
、
堀
江
秀
雄
『
言
文
一
致
文
範
』
（
明

治
四

0
、
博
文
館
）
、
日
下
部
重
太
郎
『
国
語
百
談
』
（
大
正
四
、

丁
未
出
版
社
）
、
下
田
歌
子
「
都
会
の
婦
人
と
地
方
の
婦
人
の
接

近
」
『
婦
人
世
界
』
八
一
三
（
大
正
二
）
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
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は
、
こ
れ
を
幕
末
の
逸
話
と
し
て
で
は
な
く
、
薩
摩
と
仙
台
な
ど
、

遠
方
の
大
名
間
の
婚
礼
の
打
ち
合
せ
の
た
め
の
際
の
話
と
し
て
い

る
。
こ
う
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
、
〈
教
育
の
あ
る
階
級
〉
が
交
渉

に
あ
た
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
武
家
共
通
語
を
使
え
ば
よ
さ
そ
う

な
も
の
だ
が
、
時
代
は
幕
末
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
武
家
共
通

語
の
成
立
す
る
以
前
の
話
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
得
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
湧
く
疑
問
と
し
て
、
〈
ど
う
し
て
共
通
語
と
し
て
採
用

さ
れ
た
の
が
謡
曲
で
あ
っ
た
の
か
〉
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
能
楽
・
謡
曲
が
発
音
を
重
視
す

注
7

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
能
楽
な
ら
ず
と
も
、
油
劇
は
発

音
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
共
通
語
の
土
台
と
も
な
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
ビ
ュ
ー
ネ
ソ
シ
ュ
プ
ラ
ー
ハ

注
8

な
ど
も
思
い
起
さ
れ
る
の
だ
が
、
日
本
で
も
幸
若
が
「
日
本
で
通

用
し
て
ゐ
る
甚
だ
丁
寧
で
上
品
な
談
話
の
と
同
じ
で
あ
る
。
話
し

言
薬
と
書
き
言
薬
と
を
混
合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
に
で
も
理

解
さ
れ
る
」
（
土
井
忠
生
訳
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』
六
六

四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
耳
で
聞
い
て
誰
に
で
も
わ
か
る
、
と
い

う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

能
楽
・
謡
曲
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
慶
長
十
一
年
『
金
春
安

照
秘
伝
書
』
（
『
能
楽
資
料
集
成
九
金
春
安
照
伝
書
集
』
昭
和
五

三
、
わ
ん
や
書
店
四
二
頁
）
に
、

右
四
十
五
字
の
大
事
と
い
っ
ぱ
、
あ
い
う
ゑ
を
の
五
字
に
極

る
也
。
（
中
略
）
是
を
常
に
覚
え
て
人
の
前
に
て
物
を
い
ふ

な
ら
ば
、
字
、
な
ま
る
事
有
べ
か
ら
ず
。

と
見
え
る
。
ま
た
、
庄
内
の
訛
り
に
つ
い
て
記
述
し
て
あ
る
氏
家

剛
太
夫
『
荘
内
方
音
考
』
（
天
保
五
年
）
に
も
、
「
謡
等
う
た
ふ

人
は
必
ず
正
音
に
呼
ぶ
べ
き
事
な
り
」
な
ど
と
あ
り
、
謡
曲
が
発

音
を
大
事
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
観
世
消
廉

芸
談
」
（
広
田
光
吉
『
能
楽
大
観
』
明
治
三
七
、
桧
謡
曲
書
店
）

で
も
、
ま
ず
発
音
を
し
っ
か
り
と
し
て
か
ら
小
謡
を
教
え
る
、
と

い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
謡
曲
の
発
音
重
視
か
ら
、
謡
曲
で
話
せ
ば
訛
り
が

消
え
て
し
ま
う
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
「
京
都
に
ゐ
た
能
役
者
は
極
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
、

皆
諸
大
名
の
禄
を
食
ん
で
ゐ
た
」
（
坂
元
雪
鳥
『
能
楽
筆
陣
』
昭

和
―
二
、
謡
曲
界
発
行
所
）
し
、
国
元
で
能
を
教
え
る
能
役
者
も

必
ず
江
戸
で
修
業
を
つ
ん
で
き
た
と
い
う
（
中
森
晶
三
『
能
の
す
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す
め
』
玉
川
選
書
昭
和
五
一
）
。
謡
曲
の
言
菓
に
、
都
の
言
葉
、

と
い
う
規
範
意
識
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
安
藤
正

次
が
土
地
の
古
老
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
「
新
庄
瑞
で
土
地
の

言
語
改
良
を
思
い
立
ち
、
江
戸
か
ら
先
生
を
招
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
の
先
生
と
い
う
の
は
う
た
い
（
謡
曲
）
の
先
生
で
あ
っ
た
」

（
三
宅
武
郎
「
方
言
と
標
準
語
」
安
藤
正
次
編
『
国
語
の
概
説
』

昭
和
二
七
）
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
謡
曲
に
は
地
方
差
が
無
い
の
だ
、
と
い
・
う
記
述
を
し

て
い
る
文
献
が
あ
る
。
三
浦
庚
妥
の
『
音
曲
玉
淵
集
』
（
享
保
十

二
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
西
国
の
は
し
の
人
と
奥
州
の
果
の
人

と
行
あ
ひ
諷
合
て
も
そ
ろ
ひ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を

「
謡
曲
共
通
語
」
の
記
録
と
見
る
考
え
方
も
あ
る
が
（
吉
町
義
雄
）
、

こ
の
記
述
は
、
拍
子
に
つ
い
て
記
し
た
巻
三
の
「
拍
子
の
論
根
元

の
弁
」
に
あ
り
、
言
菓
で
は
な
く
拍
子
の
こ
と
を
説
明
し
た
個
所

注
9

で
あ
る
。
拍
子
の
こ
と
に
せ
よ
、
〈
謡
曲
は
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
〉

と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
〈
謡
曲
の
発
音
重
視
〉
が
結
び
付

け
ば
、
〈
謡
曲
の
言
葉
は
全
国
ど
こ
で
も
通
じ
る
〉
と
い
う
発
想

に
行
き
着
く
の
は
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

゜

さ
ら
に
言
築
が
う
ま
く
通
じ
な
い
と
き
に
謡
曲
を
用
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
思
い
出
す
の
は
、
吃
音
の
例
で
あ
る
。
一
般
的
に
歌

を
歌
う
と
き
に
は
吃
音
は
出
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
田
中
角
栄
は
吃

音
を
克
服
す
る
た
め
に
浪
花
節
を
用
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
伝
統

的
に
は
謡
曲
で
あ
る
。
狂
言
の
「
ど
も
り
」
は
そ
れ
を
題
材
に
し

た
も
の
で
、
例
え
ば
和
泉
流
の
『
狂
言
六
義
』
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
が
し
は
、
ど
も
り
の
事
な
れ
ば
、
申
事
の
、
わ
け
が
、

き
こ
へ
ま
ら
せ
ぬ
ほ
ど
に
、
う
た
ひ
ぶ
し
に
て
、
あ
れ
が
も

っ
て
ま
い
っ
た
物
を
申
て
き
け
ま
ら
せ
う
と
云

（
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
『
狂
言
六
義
全
注
』
平
成
三

勉
誠
社
に
よ
る
）

と
あ
る
。
大
蔵
流
の
虎
明
本
・
虎
寛
本
で
も
同
様
で
、
ま
た
『
狂

言
記
拾
遺
』
に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
狂
言
を
も
と
と
し

て
か
、
元
禄
一
六
年
の
雑
俳
「
す
が
た
な
ぞ
」
に
、

さ
っ
ぱ
り
と
吃
の
小
歌
の
取
て
置
．

ど
も
な
れ
ど
な
に
も
謡
は
き
よ
う
に
て

と
見
え
る
し
、
元
禄
―
一
年
刊
『
初
音
草
噺
大
鑑
』
（
噺
本
大
系

第
六
巻
）
所
収
の
「
ど
も
り
の
音
曲
」
に
は
、

謡
の
師
を
す
る
人
、
三
平
と
い
ふ
下
人
を
つ
か
ひ
し
が
、
大
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き
な
る
ど
も
り
な
り
。
さ
れ
ど
も
謡
を
聞
と
り
て
う
た
ふ
に
、

少
も
ど
も
る
こ
と
な
し
。
あ
る
と
き
、
さ
る
か
た
へ
つ
く
ゑ

を
一
き
ゃ
く
か
り
に
つ
か
は
し
け
る
に
、
門
口
か
ら
、
つ
、

っ
、
つ
と
ば
か
り
い
ふ
て
出
か
ね
け
れ
ば
、
い
よ
／
＼
せ
き

て
、
ゑ
、
ゑ
、
／
＼
を
と
、
も
が
き
て
わ
け
し
れ
ず
。
亭
主
、

か
し
こ
き
人
な
れ
ば
や
が
て
心
得
、
「
是
な
る
三
平
ハ
何
事

に
て
わ
た
り
候
ぞ
」
と
い
ひ
か
け
け
れ
ば
、
三
平
「
さ
ん
候
。

机
を
一
脚
御
か
し
候
へ
」
と
、
ら
ち
が
あ
い
た
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、

宝
永
五
年
の
近
松
門
左
衛
門
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
（
日
本
古
典

文
学
大
系
『
近
松
浄
瑠
璃
集
下
』
一
四

0
頁
）
に
も
、

敵
に
向
っ
て
問
答
せ
ん
こ
と
い
か
ゞ
あ
ら
ん
と
の
給
へ
ば
。

女
房
聞
き
も
あ
へ
ず
。
常
々
大
頭
の
舞
を
好
き
。
わ
ら
は
諸

共
つ
れ
わ
き
に
て
舞
は
れ
し
が
。
節
の
有
る
こ
と
は
少
し
も

吃
り
申
さ
れ
ず
と
言
ふ
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
節
の
有
る
も
の
、
特
に
謡
曲
で
吃
音
を

免
れ
る
こ
と
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
、
地
方
的
音
訛
が
吃
音
と
同
様
の
、
一
種
の
言
語
障

害
の
様
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
古
く

『
拾
遺
和
歌
集
』
四
一
三
の
、

あ
づ
ま
に
て
養
は
れ
た
る
人
の
子
は

舌
だ
み
て
こ
そ
も
の
は
言
ひ
け
れ

と
い
う
の
は
、
地
方
的
訛
り
を
舌
の
歪
み
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
し
、
新
し
い
も
の
で
も
、
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
十
二
に

よ
れ
ば
、
明
治
三
六
・
三
・
七
の
『
時
事
新
報
』
に
、

伊
沢
修
二
氏
は
…
…
楽
石
社
と
称
す
る
一
社
を
設
け
、
…
…

東
北
九
州
其
他
の
地
方
の
訛
言
を
矯
正
し
、
或
は
吃
者
を
治

し
唖
者
に
発
言
せ
し
む
る
等
の
こ
と
を
も
伝
授
し
得
る
に
至

れ
り
と
い
ふ
、

と
あ
り
、
地
方
的
訛
り
と
吃
音
な
ど
の
言
語
障
害
と
の
同
一
視
が

見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
吃
音
を
謡
曲
で
克
服
で
き
る
〉
と

い
う
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
、
自
分
の
言
菓
に
訛
り
が
あ
る
と

認
識
し
た
場
合
、
そ
の
訛
り
を
な
く
す
た
め
に
謡
曲
を
用
い
た
、

と
い
う
こ
と
は
充
分
あ
り
う
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
実
際
に
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
後
世
の
人
が
、

〈
訛
り
を
謡
曲
で
克
服
す
る
＞
と
い
う
伝
説
を
作
り
出
し
た
と
い

う
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
、
い
く
ら
で
も
あ

り
そ
う
に
思
え
る
。
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゜

実
は
、
「
謡
曲
を
使
っ
て
会
話
」
と
言
っ
た
場
合
、
へ
謡
曲
の
節

ま
わ
し
を
使
っ
て
〉
と
い
う
意
味
の
他
に
、

〈
謡
曲
で
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
言
築
を
使
っ
て
〉
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
だ

と
も
考
え
得
る
。
「
謡
曲
の
調
子
を
以
て
」
（
『
明
治
豪
傑
諏
』
）

「
謡
の
口
調
で
」
（
野
上
豊
一
郎
「
謡
曲
と
狂
言
」
『
国
語
文
化
講

座
四
国
語
藝
術
篇
』
昭
和
一
六
、
朝
日
新
聞
社
）
「
謡
曲
の
文

句
に
節
を
つ
け
て
」
（
小
林
存
「
方
言
交
流
論
」
『
方
言
研
究
』
四

昭
和
一
六
）
「
謡
を
う
た
っ
て
」
（
石
黒
修
『
日
本
の
国
語
』
昭

和
一
八
、
増
進
堂
）
と
明
記
し
て
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
「
謡
本

の
候
言
葉
を
使
ふ
て
」
（
朝
寝
坊
）
「
謡
の
詞
で
」
（
観
世
清
廉
談

「
発
音
の
話
」
『
能
楽
』
一
八
、
明
治
三
六
な
ど
）
「
謡
曲
の
言
葉

を
使
っ
て
」
（
下
田
歌
子
）
と
い
う
の
も
多
い
。
ど
ち
ら
が
実
際

の
話
で
あ
る
の
か
（
あ
る
い
は
伝
説
の
古
い
形
な
の
か
）
は
分
ら

な
い
が
、
謡
曲
の
言
葉
で
と
な
る
と
、
こ
れ
は
文
語
調
で
、
と
い

う
の
に
近
く
、
一
般
的
な
武
士
の
言
葉
へ
の
印
象
と
程
近
い
も
の

に
な
る
。

ま
た
、
前
掲
の
『
大
和
口
上
言
葉
集
』
は
、
武
家
共
通
語
の
一

端
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
御
座
り
申
す
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
に
混
じ
っ
て
、
候
文
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ

れ
は
書
面
語
で
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
読
み
上
げ
る
よ
う
な

こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
を
「
謡
の
詞
で
」
と
表
現
し
た

可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
謡
を
う
た
っ
て
」
と
い
う
の
は
そ

れ
を
潤
飾
し
た
も
の
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
口
上
書
を
読
み
上
げ
る
と
き
の
抑
揚
な
ど

が
謡
曲
の
調
子
に
似
て
い
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
が
謡
曲
で
会
話

し
て
い
る
と
勘
違
い
し
た
、
と
い
う
可
能
性
を
、
筆
者
が
方
言
研

究
会
で
発
表
し
た
後
の
直
話
で
、
田
中
章
夫
氏
が
示
さ
れ
た
。
確

か
に
、
現
在
で
も
賞
状
を
渡
し
た
り
す
る
時
の
抑
揚
や
、
開
会
宜

言
な
ど
の
調
子
は
、
普
通
の
話
し
言
葉
と
は
違
っ
て
独
特
の
も
の

が
あ
る
。
当
時
の
読
み
上
げ
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
謡
曲
の
「
詞
」
の
部
分
や
、
「
節
」
で
も

強
吟
の
部
分
な
ど
に
聞
き
間
違
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

゜

以
上
、
「
方
言
差
を
謡
曲
で
克
服
し
た
話
」
|
ー
〈
謡
曲
共
通
語
〉

伝
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
伝
説
が
い
ろ
い
ろ
な
文
脈
の
中
で
微
妙
に
意
味

71 



合
い
を
変
え
て
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
（
ま
さ
に
「
伝
説
」
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
）
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、

別
の
機
会
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。

本
稿
に
は
煩
雑
を
厭
っ
て
掲
げ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
伝
説
に
言

及
し
て
い
る
資
料
は
、
ご
く
新
し
い
も
の
も
含
め
て
、
発
見
で
き

た
限
り
『
日
本
方
言
研
究
会
第
五
九
回
研
究
発
表
会
発
表
原
稿
集
』

（
平
成
六
）
に
収
め
て
あ
る
。
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
以
下

の
参
考
文
献
が
あ
る
。

徳
川
宗
賢
「
方
言
差
を
謡
曲
で
克
服
し
た
話
」

（
『
月
刊
言
語
』
昭
和
六
三
ー
七
）

徳
川
宗
賢
「
謡
曲
共
通
語
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
月
刊
言
語
』
昭
和
六
三
ー
―
二
言
語
空
間
）

（
以
上
2
点
、
徳
川
宗
賢
『
日
本
語
研
究
と
教
育
の
道
』

平
成
六
年
明
治
書
院
に
収
め
る
）

岡
島
昭
浩
「
謡
曲
共
通
語
に
つ
い
て
」

‘

（
『
月
刊
言
語
』
昭
和
六
三
ー
九
言
語
空
間
）

岡
島
昭
浩
「
謡
曲
に
地
方
差
は
な
い
と
い
う
話
」

ー な
お
、
謡
曲
を
使
え
ば
訛
り
を
実
際
に
克
服
で
き
る
か
ど
う
か

を
考
え
る
の
は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

武
井
睦
雄
「
謡
曲
は
方
言
差
を
克
服
し
う
る
か
」
（
『
月
刊
言
語
』

昭
和
六
三
ー

ニ

―
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の

〈
謡
曲
共
通
語
〉
の
話
を
言
語
生
活
史
上
に
位
置
付
け
る

べ
き
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
箪
者
の
報
告
を
喜
ん
で

下
さ
っ
た
徳
川
宗
賢
氏
、
ま
た
方
言
研
究
会
の
席
上
で
貴
璽
な
る

ご
意
見
を
賜
わ
っ
た
諸
氏
、
特
に
武
家
共
通
語
と
の
関
係
を
考
え

る
べ
き
だ
と
い
う
御
指
摘
を
戴
い
た
田
中
章
夫
氏
、
ま
た
『
話
術

新
論
』
の
記
事
を
ご
教
示
下
さ
っ
た
山
田
健
三
氏
に
、
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。江

戸
時
代
に
編
ま
れ
た
方
言
書
や
、
方
言
で
書
か
れ
た
文

献
は
大
田
栄
太
郎
『
郷
語
書
誌
稿
』
（
昭
和
五
八
、
国
書
刊

注
（
『
月
刊
言
語
』
昭
和
六
四
ー

一
口
語
空
間

72 



7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 行

会
）
な
ど
を
参
照
。

土
屋
信
一
「
式
亭
三
馬
の
江
戸
語
観
」
『
国
語
学
』

-
（
昭
和
五
七
）

こ
の
場
合
、
「
共
通
語
」
は
「
全
国
共
通
語
」
で
は
な
く
、

〈言
語
を
異
に
す
る
人
々
の
間
で
用
い
ら
れ
る
媒
介
の
言
葉
〉

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

中
村
通
夫
「
「
江
戸
語
」
に
つ
い
て
」
『
中
央
大
学
文
学

部
紀
要
』
―
-
（
昭
和
三
七
）
、
小
松
寿
雄
「
江
戸
語
の
形

成
」
『
松
村
明
教
授
還
暦
記
念
国
語
学
と
国
語
史
』
（
昭
和
五

二
）
、
森
岡
健
二
「
口
語
史
に
お
け
る
心
学
道
話
の
位
置
」

『
国
語
学
』
―
二
三
（
昭
和
五
五
）
、
土
屋
信
一
「
江
戸
共

通
語
を
め
ぐ
っ
て
」
『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
―
二
（
昭
和

六
二
）
、
杉
本
つ
と
む
『
東
京
語
の
歴
史
』
（
昭
和
六
三
）
な

ど。
東
条
操
「
鹿
児
島
方
言
文
献
に
つ
い
て
」
『
鹿
児
島
教
育
』

四
七

0
(
昭
和
七
）
。

小
松
左
京
・
高
田
宏
・
谷
沢
永
一
・
堀
田
善
衛
・
陳
舜
臣
・

網
野
善
彦
と
い
っ
た
人
も
記
し
て
い
る
。

能
楽
が
演
劇
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
か
つ
て
議

，
 

8
 論

さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
取
り
敢
え
ず
こ
こ
で
は
、

舞
台
上
か
ら
言
語
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
油
劇
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
。

上
田
萬
年
「
演
劇
上
の
言
語
」
『
国
語
学
叢
話
』
（
明
治
四

一
、
博
文
館
）
、
保
科
孝
一
『
言
語
学
』
（
刊
記
な
し
）
な
ど
、

明
治
時
代
以
降
、
標
準
語
を
論
じ
る
際
な
ど
に
よ
く
言
及
さ

れ
た
。能

に
お
い
て
拍
子
が
大
事
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
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