
｢
他
者
｣
と
し
て
の
農
民
達

-
バ
ル
ト
ー
ク
の
農
民
観
と
作
曲
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
一
考
察

-
太

田

峰

夫
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本
稿
は
､
作
曲
家
バ
ル
ト
ー
ク
･
ベ
ー
ラ
の
農
民
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡
民
俗
音
楽
が
作
曲
家
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
な
ら
ば
､

バ
ル
ト
ー
ク
自
身
も
屡
々
論
じ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
主
題
と
し
て
扱
う
の
は
そ
う
し
た
彼
の
議
論
そ
れ
自
体
で
は
な
い
T
)
｡
寧
ろ
問
題
に
し
た
い

の
は
､
彼
の
議
論
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
他
者
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
係
の
仕
方
で
あ
る
｡
距
離
を
取
っ
て
考
え
た
場
合
､
そ
こ
に
は
幾
つ

か
の
疑
問
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
一
方
で
民
謡
を
生
活
の
中
で
歌
っ
て
い
る
農
民
達
が
現
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
何
故
彼
は

そ
の
他
者
の
音
楽
を
､
自
分
自
身
の
創
作
活
動
と
密
接
に
関
係
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
｡
農
民
達
と
バ
ル
ト
ー
ク
と
の
間
に
は
ど
の
様
な
関
係
が
あ

り
､
彼
自
身
は
農
民
達
を
ど
の
様
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
｡
そ
し
て
農
民
と
い
う
他
者
と
の
関
係
か
ら
形
成
さ
れ
る
彼
の
作
曲
家
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
､
そ
も
そ
も
一
体
ど
ん
な
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
か
｡
具
体
的
に
言
え
ば
､
本
稿
が
扱
う
の
は
､
そ
う
し
た
問
題
で
あ

る｡

職
業
的
な
音
楽
家
と
農
民
の
関
係
と
い
う
も
の
は
､
時
代
の
状
況
や
地
域
に
よ
っ
て
も
様
々
な
仕
方
で
変
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
｡
二
十
世
紀

初
頭
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
関
し
て
言
え
ば
､
そ
こ
に
は
厳
然
と
し
た
社
会
的
身
分
の
差
が
あ
っ
た
と
言
う
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
｡
少
な
く
と
も
バ
ル
ト

ー
ク
と
農
民
達
の
間
に
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
埋
め
難
い
隔
た
り
が
あ
っ
た
事
は
､
確
か
な
事
実
で
あ
る
｡
バ
ル
ト
ー
ク
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
非

常
に
多
く
の
回
想
が
出
版
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
採
集
者
バ
ル
ト
ー
ク
に
関
す
る
農
民
達
の
証
言
が
驚
く
ほ
ど
少
な
い
{
2
)
の
は
､
決
し



て
偶
然
で
は
な
い
｡
い
わ
ば
採
集
す
る
側
が
一
方
的
に
観
察
対
象
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
構
造
が
強
固
な
形
で
そ
こ
に
あ
り
､
そ
の
枠
組
み
が
彼
の

採
集
活
動
を
決
定
的
な
仕
方
で
条
件
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡

さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
､
両
者
の
間
に
あ
る
こ
う
し
た
隔
た
り
を
考
慮
し
っ
つ
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
出
身
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
研
究
者
ユ
デ
イ
ツ
ト
･
フ

リ
ジ
ェ
シ
に
倣
い
､
農
民
達
を
バ
ル
ト
ー
ク
に
と
っ
て
の
｢
他
者
｣
と
し
て
捉
え
る
事
に
し
た
い
〈
3
)
｡
そ
し
て
そ
の
上
で
更
に
一
歩
踏
み
こ
ん
で
､

バ
ル
ト
ー
ク
が
ど
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
彼
ら
農
民
達
を
捉
え
て
い
た
の
か
を
考
え
て
い
こ
う
｡
他
者
性
の
内
実
が
い
か
な
る
も
の
か
を
問
う
事
で
､

我
々
は
こ
の
作
曲
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
も
踏
み
込
む
事
に
な
る
だ
ろ
う
｡

議
論
を
分
か
り
易
い
も
の
に
す
る
為
に
､
バ
ル
ト
ー
ク
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
､
本
稿
で
は
ま
ず
民
謡
研
究
と
い
う
学
問
の
前
史
を
､
十
九
世

紀
後
半
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
状
況
と
関
連
づ
け
な
が
ら
見
て
い
く
事
に
し
よ
う
｡
そ
れ
を
第
一
節
の
課
題
と
す
る
｡
第
二
節
で
は
彼
以
前
の
民
謡

研
究
者
と
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
間
の
繋
が
り
を
確
認
し
問
題
点
を
鮮
明
に
し
た
い
｡
そ
し
て
残
り
の
二
つ
の
節
で
本
稿
の
本
来
の
課
題
に
取
り
組
み
事

に
す
る
｡
ま
ず
第
三
節
で
は
彼
と
コ
ダ
ー
イ
･
ゾ
ル
タ
ー
ン
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
主
に
考
察
し
ょ

う
｡
そ
の
上
で
最
後
の
節
で
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
農
民
観
の
全
体
像
を
､
コ
ダ
ー
イ
と
の
相
違
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
考
察
し
て
い
く
事
に
す
る
｡

十
九
世
紀
の
最
後
の
十
年
間
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
研
究
に
と
っ
て
画
期
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
｡
一
八
九

六
年
の
建
国
千
年
祭
の
前
後
の
時
期
に
高
ま
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
呼
応
し
て
､
古
い
民
俗
文
化
を
本
格
的
に
記
録
し
て
い
こ
う
と
い
う
動

き
が
政
府
を
巻
き
込
む
形
で
生
じ
た
の
で
あ
る
｡
ヘ
ル
マ
ン
･
ア
ン
タ
ル
の
一
九
〇
七
年
の
回
想
(
4
〉
に
よ
れ
ば
､
一
八
九
〇
年
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
国
会
で
は
｢
民
衆
の
間
で
口
頭
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
生
き
た
音
楽
的
伝
統
を
最
終
的
な
絶
滅
か
ら
救
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
と
い
う
主
張
や
､

｢
今
日
参
照
す
る
事
の
出
来
な
い
古
い
時
代
の
蛮
術
音
楽
の
記
憶
を
､
参
照
出
来
る
も
の
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
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た
守
い
う
｡
前
者
は
明
ら
か
に
民
謡
採
集
を
支
持
す
る
考
え
方
だ
が
､
後
者
の
主
張
も
ナ
シ
.
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
謡
採
集
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
考
え

方
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
そ
れ
は
後
に
は
､
地
方
の
民
謡
を
調
べ
れ
ば
､
過
去
の
糞
術
音
楽
の
｢
記
憶
｣
が
見
つ
か
る
筈
だ
と
い
う
考
え
を
生
み
出

す
事
と
な
る
か
ら
で
あ
る
(
5
}
｡
国
会
で
の
こ
う
し
た
議
論
は
､
や
が
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
一
研
究
の
発
展
も
促
し
て
い
く
｡

一
八
八
九
年
に
は
ハ
.
ン
ガ
リ
ー
民
族
誌
学
協
会
と
い
う
民
間
の
団
体
が
結
成
さ
れ
て
い
る
が
､
.
こ
の
団
体
は
一
八
九
五
年
に
文
化
大
臣
の
支
援
を
得

て
当
時
ま
だ
高
価
だ
っ
た
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
を
購
入
し
て
い
る
(
6
)
｡

世
紀
末
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
於
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
の
背
景
に
は
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
係
の
悪
化
と
い
う
対
外
的
な
政
治
情
勢
が
確

か
に
関
係
し
て
い
た
だ
ろ
う
｡
し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
内
情
勢
と
い
う
､
事
態
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
｡
ハ
ン

ガ
リ
ー
と
い
う
一
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
､
こ
の
時
期
ま
で
に
こ
の
地
域
に
住
む
様
々
な
人
種
･
階
層
の
人
々
の
間
で

浸
透
し
､
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
･
そ
し
て
そ
の
事
が
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
や
運
動
と
し
て
の
勢
い
に
も
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
た
の
で
あ
る
｡
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
時
代
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
一
連
が
そ
れ
以
前
の
民
謡
研
究
者
達
と
は
か
な
り

異
な
っ
た
社
会
環
境
の
も
と
で
そ
の
活
動
を
開
始
し
た
事
は
明
白
と
な
る
だ
ろ
う
｡

周
知
の
様
に
､
一
八
六
七
年
に
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
が
成
立
し
て
か
ら
の
約
三
〇
年
間
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
う
国
家
の
独
自
な
社
会
制
度
が
急
速

に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
だ
っ
た
｡
そ
の
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ツ
･
ヨ
ー
ゼ
フ
皇
帝
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
フ
エ
レ
ン
ツ
･
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
と

し
て
即
位
し
た
と
い
う
事
実
は
､
少
な
く
と
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
達
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
､
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
を
国
語
と
す
る
一
つ
の
国
家
と
し
て
､

ハ
ン
ガ
リ
ー
が
そ
の
存
在
を
対
外
的
に
む
認
知
さ
れ
た
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
た
(
7
〉
｡
そ
し
て
実
際
に
も
､
こ
の
戴
冠
式
に
続
く
よ
う
に
し
て

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
新
興
の
近
代
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
国
民
総
生
産
は
二
重
帝
国
の
時
代
に
飛
躍
的
に
伸
び
､
行
政
や
経

済
活
動
の
中
枢
と
な
る
都
市
も
急
激
に
発
展
し
て
い
っ
た
｡
産
業
を
見
て
も
､
単
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
食
料
を
供
給
す
る
だ
け
の
国
で
は
な
く
な
り
､

独
自
な
工
業
生
産
を
行
う
様
に
な
っ
て
い
っ
た
｡
一
八
八
〇
年
代
に
は
ま
だ
国
内
の
工
業
施
設
の
三
分
の
二
が
外
国
資
本
家
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
､
大
戦
直
前
ま
で
の
間
に
彼
ら
の
所
有
し
て
い
る
施
設
は
全
体
の
三
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
〈
旦
｡
積
極
的
な
同
化
政
策
の
結
果
､
ユ
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ダ
ヤ
系
の
人
々
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
都
市
部
に
数
多
く
定
住
す
る
様
に
な
り
､
後
に
は
彼
ら
の
中
か
ら
ル
カ
ー
チ
家
に
代
表
さ
れ
る
様
な
､
ハ
ン
ガ
リ

ト
独
自
の
富
裕
な
市
民
層
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
〈
9
)
｡
一
人
七
三
年
に
は
マ
ジ
ャ
ー
ル
系
の
人
々
が
多
く
住
む
ペ
ス
ト
市
が
王
宮
の
あ
る
プ
ダ
市

と
合
併
さ
れ
､
ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
い
う
新
し
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
首
都
が
成
立
し
､
活
発
な
政
治
的
･
経
済
的
･
文
化
的
な
交
流
が
こ
の
首
都
を
中
心
に

独
自
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
鉄
道
網
も
発
達
し
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
の
線
路
の
全
長
も
ー
八
六
七
年
の
状
態
(
二
二
八
五
キ
ロ
メ
ー
タ
ー
)

に
比
べ
る
と
一
人
九
〇
年
に
は
約
五
倍
､
一
九
二
;
年
に
は
約
十
倍
の
長
さ
に
ま
で
延
び
て
い
る
二
"
｡
〉
｡
鉄
道
の
年
間
の
利
用
者
数
は
一
人
九
〇
年
代

の
平
均
で
年
間
の
べ
五
二
〇
〇
万
人
に
達
し
た
｡
一
九
一
三
年
に
は
更
に
そ
れ
が
年
間
の
べ
一
億
六
六
〇
〇
万
人
(
当
時
の
給
人
口
は
約
二
〇
〇
〇

万
人
)

に
ま
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
る
(
=
〉
事
を
考
え
る
な
ら
ば
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
近
代
化
が
二
重
帝
国
の
時
代
に
か
な
り
速
い
テ
ン
ポ
で
進
ん
で

い
た
辛
が
分
か
る
｡

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
･
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
､
こ
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
想
像
の
共
同

体
と
し
て
人
々
の
意
識
の
中
で
共
有
さ
れ
､
定
着
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
{
望
｡
一
人
九
六
年
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
行
わ

れ
た
建
国
千
年
の
博
覧
会
の
様
な
催
し
も
､
民
衆
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
上
で
は
役
立
っ
た
筈
で
あ
る
｡
ま
た
新
聞
の
種
類
も
ア

ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
か
ら
の
五
十
年
の
間
に
四
倍
以
上
に
増
え
､
一
九
一
四
年
に
は
新
聞
の
定
期
購
読
者
の
総
数
が
の
べ
二
億
三
千
万
人
に
到
達
し
て
い

る
(
り
〉
｡
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
以
外
の
言
語
を
母
語
に
し
て
い
た
人
々
が
総
人
口
の
半
数
近
く
セ
を
占
め
て
い
た
に
せ
よ
､
新
聞
の
普
及
は
ー
そ
れ
が

マ
ジ
ャ
ー
ル
語
で
書
か
れ
て
い
た
に
せ
よ
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
た
に
せ
よ
-
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
う
共
同
体
の
空
間
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意

識
を
､
読
者
の
間
で
急
速
な
仕
方
に
植
え
付
け
て
い
っ
た
筈
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
意
識
は
ま
た
､
こ
の
時
代
に
導
入
さ
れ
た
様
々
な
新
し
い
制
度
に
よ
っ
て
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
｡
特
に
二
重
帝
国
体
制
下
で

教
育
制
度
が
世
俗
化
さ
れ
､
義
務
教
育
が
徹
底
さ
れ
て
い
っ
た
事
は
非
常
に
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
よ
り
マ
ジ
ャ
ー
ル
化
の
波
は
王

国
の
辺
境
に
ま
で
行
き
渡
り
､
非
マ
ジ
ャ
ー
ル
系
の
児
童
に
も
国
語
で
あ
る
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
の
習
得
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
急
激
な
近
代
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
行
が
､
ア
デ
ィ
や
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
世
代
の
知
識
人
の
幼
少
期
の
共
通
の
体
験
に
な
っ
て
い
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た
事
は
注
意
し
て
お
き
た
い
｡
バ
ル
ト
ー
ク
も
学
校
教
師
を
両
親
に
持
ち
､
国
内
の
様
々
な
地
方
を
転
々
と
ま
わ
り
な
が
ら
幼
少
時
代
を
過
ご
し
て

い
る
｡
成
長
の
過
程
で
彼
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
帰
属
意
識
を
近
代
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
も
に
人
一
倍
深
く
内
面
化
し
て
い

▲
つ
た
筈
で
あ
る
｡
そ
の
帰
属
意
識
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
対
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
､
近
代
化
を
推
し
進
め
る
新
興
国
家
と
し
て
の
ハ
ン
ガ
リ
ー

に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ァ
一
連
に
話
を
戻
そ
う
｡
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
か
ら
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
は
､
こ
の
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
へ
の
関
心

が
､
急
激
に
近
代
化
し
て
い
く
社
会
の
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
行
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
｡
丁
度
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
海

外
か
ら
の
視
線
に
応
え
る
様
な
形
で
新
興
国
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
の
に
対
応
す
る
様
に
､
実
際
に
も
こ
の
時
期
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
一

連
は
体
系
的
･
客
観
的
な
仕
方
で
自
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
伝
統
を
捉
え
返
し
始
め
て
い
る
｡
一
七
八
二
年
に
レ
ー
ヴ
ア
イ
･
ミ
ク
ロ
ー
シ
ュ
達
が
初

め
て
ハ
ン
ガ
リ
1
で
民
謡
採
集
を
試
み
た
時
に
は
､
ま
だ
彼
ら
は
自
分
達
の
新
聞
の
読
者
に
古
い
歌
を
送
っ
て
も
ら
う
手
法
に
頼
っ
て
い
た
(
ほ
〉
｡

そ
れ
が
百
年
後
の
こ
の
時
代
に
は
採
集
者
が
自
ら
農
村
に
出
か
け
､
農
民
遠
か
ら
直
接
に
録
音
す
る
手
法
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
い
う
新
し
い
｢
中
心
｣
か
ら
､
近
代
科
学
の
専
門
的
な
知
識
を
携
え
て
､
様
々
な
｢
周
縁
｣
地
域
に
乗
り
込
み
､
｢
中
心
｣
と
の
関
係

か
ら
そ
れ
ら
を
分
節
し
て
い
く
〈
1
6
)
と
い
う
彼
ら
の
研
究
の
手
法
自
体
､
こ
こ
ま
で
述
べ
た
様
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
の
全
般
的
な
近
代
化
な
し
に

は
成
り
立
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡
こ
れ
に
よ
り
領
土
全
体
に
散
在
す
る
様
々
な
民
間
伝
承
は
､
そ
れ
ま
で
偶
然
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
も
の
を
含
め
て
､

統
一
的
な
視
点
か
ら
再
検
査
･
再
評
価
さ
れ
て
い
く
事
と
な
っ
た
｡
民
族
誌
学
協
会
の
主
幹
で
あ
る
ヴ
イ
カ
ー
ル
･
ベ
.
-
ラ
が
､
そ
れ
ま
で
の
研
究

者
が
消
失
し
た
と
考
え
て
い
た
セ
ト
ケ
イ
人
(
イ
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
に
住
む
マ
ジ
ャ
ー
ル
系
の
民
族
の
一
つ
)

の
バ
ラ
ッ
ド
の
旋
律
を
｢
発
見
｣

し
録
音
し
た
事
(
け
)
は
､
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
事
件
だ
っ
た
だ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
業
績
を
積
み
重
ね
る
事
で
ヴ
ィ
カ
ー
ル
達
は
｢
科
学
的
な
｣

民
謡
研
究
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
さ
せ
､
そ
の
知
見
を
学
会
誌
や
新
聞
と
い
っ
た
新
し
い
媒
体
を
通
じ
て
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
知
識
人
達
の
間
で
広
く
認

知
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
(
1
8
)
｡

で
は
こ
の
時
代
に
於
い
て
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ァ
一
連
と
農
民
達
の
間
に
果
た
し
て
ど
ん
な
関
係
が
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
｡
･
以
上
の
様
な
状
況
を
ふ
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ま
え
つ
つ
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
､
そ
の
点
で
あ
る
｡
勿
論
わ
ざ
わ
ざ
調
査
す
る
程
な
の
だ
か
ら
､
農
民
達
を
貴
重
な
民
俗
文
化
の

担
い
手
と
し
て
見
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
､
高
度
な
専
門
知
識
を
備
え
た
採
集
者
と
､
近
代
化
の
波
が
よ
う
や

く
到
達
し
た
ば
か
り
の
地
域
に
住
む
人
々
の
間
に
､
埋
め
が
た
い
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
事
も
ま
た
確
か
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〈
1
9
〉
｡
≡
ス
ノ

グ
ラ
ー
フ
ィ
ア
』
の
様
な
学
術
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
､
採
集
者
が
農
民
達
に
つ
い
て
調
べ
､
そ
の
知
識
を
都
市
の
市
民
層
が
共
有
す
る
構
造
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
､
農
民
達
は
観
察
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
｡
そ
の
事
に
我
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡

世
紀
の
変
わ
り
目
の
時
期
の
民
謡
採
集
者
と
農
民
達
の
関
係
を
知
る
上
で
は
､
一
旦
第
三
者
の
視
点
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
の
が
良
い
か
も
し
れ

な
い
｡
二
十
世
紀
初
頭
の
代
表
的
な
流
行
作
家
モ
ー
ラ
･
フ
エ
レ
ン
ツ
の
『
ホ
ン
ト
ウ
県
の
親
方
歌
手
』
と
い
う
短
編
小
説
を
見
て
み
よ
う
｡
こ
の

短
編
小
説
は
実
際
に
一
九
一
〇
年
に
ホ
ン
ト
ウ
県
の
県
庁
所
在
地
イ
ポ
イ
シ
ャ
ー
グ
で
実
際
に
行
わ
れ
た
民
謡
採
集
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
が
､
民

謡
研
究
者
達
が
農
民
達
を
う
ま
く
騙
し
て
､
バ
グ
パ
イ
プ
を
吹
か
せ
る
の
が
前
半
の
あ
ら
す
じ
と
な
っ
て
い
る
｡
役
所
の
中
庭
に
集
め
ら
れ
た
農
民

連
に
つ
い
て
､
そ
こ
で
は
以
下
の
様
な
描
写
が
あ
る
｡

｢
リ
ボ
ン
の
つ
い
た
帽
子
を
つ
け
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
若
者
達
､
オ
ー
ク
材
か
ら
彫
っ
た
様
な
体
格
の
良
い
男
達
｡
サ
ン
ダ
ル
履
き
の
陰
気
な

マ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
年
寄
り
達
､
彼
ら
の
髭
は
雄
羊
の
そ
れ
の
様
に
角
型
に
尖
っ
て
い
る
‥
‥
ホ
ン
ト
ウ
県
の
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
か
ら
ヴ
ア
タ
(
訳

注
･
十
世
紀
の
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
族
長
の
一
人
で
異
教
徒
の
反
乱
の
指
導
者
)
の
家
来
の
末
裔
が
結
集
し
た
｡
喧
嘩
を
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､

こ
ち
ら
か
ら
促
す
必
要
も
な
さ
そ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
誰
が
こ
の
異
教
徒
の
民
に
音
楽
を
演
奏
さ
せ
､
歌
を
歌
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｣
〈
空

こ
の
引
用
の
最
後
に
使
わ
れ
て
い
る
｢
異
教
徒
の
民
｣
と
い
う
表
現
は
､
大
部
分
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
一
般
的
な
市
民
層
の

人
々
に
と
っ
て
､
農
民
達
が
恐
る
べ
き
他
者
で
あ
っ
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
｡
農
民
の
描
写
全
体
も
､
寧
ろ
特
異
性
を
際
だ
た
せ
る
様
な
性
格
の
も
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の
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
モ
ー
ラ
の
短
編
小
説
を
読
ん
で
い
た
当
時
の
都
会
人
達
に
と
っ
て
､
調
査
対
象
で
あ
る
農
民
連
は
､
そ
れ
程
ま
で
に
縁
の
遠

い
存
在
だ
っ
た
の
だ
(
む
｡

一
方
こ
の
農
民
達
と
作
品
の
中
で
鋭
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
の
が
､
民
謡
採
集
者
達
で
あ
る
｡
彼
ら
は
フ
エ
レ
ン
ツ
･
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
の

→
密
使
｣
で
あ
る
と
偽
っ
て
農
民
連
に
バ
グ
パ
イ
プ
を
演
奏
さ
せ
る
｡
そ
の
手
口
は
巧
妙
で
､
採
集
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
関
係
は
､
殆
ど
支
配
･

被
支
配
関
係
を
連
想
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
対
等
な
人
間
同
士
の
話
し
合
い
と
い
う
も
の
が
そ
こ
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
だ
｡
作
品
の
冒

頭
で
モ
ー
ラ
は
､
民
謡
か
ら
｢
い
か
に
科
学
や
博
物
館
の
宝
物
が
出
来
上
が
る
か
を
書
く
事
に
す
る
｣
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
(
空
が
､
恐
ら
く
こ
れ

は
採
集
者
の
強
引
な
手
法
に
対
す
る
皮
肉
だ
ろ
う
｡
二
十
世
紀
の
初
頭
の
民
謡
採
集
者
と
農
民
達
の
間
の
溝
は
大
き
な
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
前

者
が
後
者
を
調
査
す
る
と
い
う
一
方
向
的
な
構
造
が
あ
っ
た
事
が
､
彼
の
記
述
か
ら
も
よ
く
分
か
る
｡

事
に
よ
る
と
､
モ
ー
ラ
の
作
品
の
読
者
で
あ
る
市
民
層
の
人
々
と
､
実
際
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
研
究
者
達
の
間
に
は
微
妙
な
温

度
差
の
様
な
も
の
､
つ
ま
り
立
場
の
違
い
に
由
来
す
る
状
況
認
識
の
違
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
採
集
の
現
場
に
携
わ
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ

て
は
､
農
民
達
の
他
者
性
よ
り
も
､
彼
ら
と
自
分
達
の
共
通
項
の
方
が
や
は
り
遥
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
も
､
十
分
考
え
ら
れ

る
｡
例
え
ば
エ
ル
デ
ー
イ
地
方
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
ー
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
･
ア
ン
タ
ル
が
､
一
九
〇
〇
年
に
ヴ
イ
カ
ー
ル
･
ベ
ー
ラ
と
共
同
で
行
っ

た
採
集
旅
行
の
報
告
も
､
そ
う
し
た
現
場
の
考
え
方
を
示
唆
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
.
独
立
戟
争
の
記
念
日
を
調
査
中
の
村
落
で
迎
え
た
ヘ
ル

マ
ン
は
､
招
待
さ
れ
た
記
念
式
典
の
席
で
｢
新
し
い
時
代
に
於
い
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
(
;
n
e
m
N
e
t
J
の
自
由
と
独
立
を
確
保
す
る
｣
為
に
は
｢
仕
事
と
教
養
｣

が
必
要
で
あ
る
と
農
民
達
に
演
説
し
た
と
い
う
｡
更
に
､
セ
ー
ケ
イ
人
も
｢
近
代
文
明
｣
に
よ
っ
て
進
歩
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､
そ
れ
と
同
時

に
｢
自
身
の
古
く
純
粋
な
モ
ラ
ル
や
昔
か
ら
の
習
慣
､
そ
れ
に
色
々
な
伝
統
｣
に
も
忠
実
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
彼
は
主
張
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
空
｡

彼
の
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
､
当
時
の
雑
誌
か
ら
我
々
が
知
り
う
る
の
は
殆
ど
そ
れ
だ
け
だ
が
､
少
な
く
と
も
そ
こ
で
は
農
民
達
が
恐
る
べ
き
他
者

と
し
て
で
は
な
く
､
寧
ろ
同
じ
時
代
の
､
同
じ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
属
す
.
る
人
々
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
は
明
白
だ
ろ
う
｡
た
と
え
農
民
達
が
他
者

で
あ
る
辛
が
明
白
で
あ
る
に
せ
よ
､
彼
は
彼
我
の
隔
た
り
よ
り
は
寧
ろ
｢
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
由
と
独
立
｣
と
い
う
､
共
通
の
利
害
の
方
を
強
調
し
て
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い
る
｡
あ
る
い
は
そ
の
様
に
主
張
す
る
事
で
､
彼
は
自
分
自
身
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
あ
り
方
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
あ
り
方
､

彼
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
十
を
自
ら
の
手
で
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
う
し
た
現
場
の
問
題
意

識
が
第
三
者
で
あ
る
市
民
層
の
認
識
と
は
や
や
か
け
離
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
事
を
､
我
々
は
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
｡

十
九
世
紀
の
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
状
況
､
と
り
わ
け
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
一
に
関
連
す
る
状
況
は
以
上
の
様
な

も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
新
し
い
学
問
分
野
が
同
時
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
普
及
と
密
接
に
関
わ
り
あ
う
も
の
で
あ
り
､
そ
の
研
究
の
手
法
自
体
が

既
に
研
究
者
と
農
民
達
と
の
間
の
立
場
の
隔
た
り
を
前
提
と
し
て
い
た
事
が
､
そ
こ
か
ら
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
次
の
節
で
は
､

こ
う
し
た
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
一
連
の
採
集
活
動
と
､
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
研
究
活
動
と
の
間
に
ど
の
様
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
を
見
て
お
く
事
に
し
た

ヽ

O

LY

世
紀
の
変
わ
り
目
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ァ
一
連
が
切
り
開
い
た
民
謡
採
集
の
手
法
は
､
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
民
謡
研
究
に
受
け

継
が
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
｡
コ
ダ
ー
イ
が
民
謡
研
究
を
始
め
た
時
に
も
､
ヴ
ィ
カ
ー
ル
は
直
接
指
導
し
て
い
る
(
空
｡
バ
ル
ト
ー
ク

の
研
究
方
法
も
採
集
･
採
譜
作
業
に
於
い
て
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
を
最
大
限
に
活
用
す
る
事
を
特
徴
と
し
て
お
り
､
そ
の
点
で
は
ヴ
イ
カ
ー
ル
の
方
法
論

を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
言
う
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
｡
実
際
の
民
謡
の
収
集
活
動
に
於
い
て
も
､
バ
ル
ト
ー
ク
達
は
ヴ
ィ
カ
ー
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

そ
の
ま
ま
継
承
す
る
形
で
行
っ
て
い
る
(
空
｡
ま
た
バ
ル
ト
ー
ク
が
主
著
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
』
で
主
張
し
た
様
な
､
地
方
毎
に
民
謡
の
｢
方
言
｣

が
あ
る
と
い
う
発
想
(
空
も
実
は
ヴ
イ
カ
ー
ル
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
辛
が
知
ち
れ
て
い
る
(
2
7
)
･
｡
世
紀
の
変
わ
り
目
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ

イ
一
研
究
は
､
･
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
研
究
活
動
に
と
っ
て
い
わ
ば
重
要
な
出
発
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
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し
た
が
っ
て
や
は
り
我
々
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
達
と
農
民
達
と
の
間
に
も
立
場
の
上
で
の
大
き
な
隔
た
り
が
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
実

は
先
程
の
モ
ー
ラ
の
短
編
小
説
の
題
材
と
な
っ
た
イ
ポ
イ
シ
ャ
ー
グ
で
の
民
謡
採
集
に
も
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
参
加
し
て
い
る
｡
彼
が
一
九
二
年
に

『
エ
ス
ノ
グ
ラ
ー
フ
ィ
ア
』
誌
に
発
表
し
た
｢
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
於
け
る
器
楽
の
伝
承
｣
と
い
う
記
事
は
､
こ
の
採
集
旅
行
の
成
果
を
土
台
に
し
て
出

来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
記
事
の
中
で
バ
ル
ト
ー
ク
は
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
農
民
達
で
は
な
く
役
人
達
に
向
け
て
書
い
て
い
る
が
､
こ

れ
も
当
時
の
社
会
の
中
で
農
民
達
が
ど
の
様
な
位
置
に
あ
っ
た
か
を
知
る
上
で
は
示
唆
的
だ
ろ
う
垂
｡

バ
ル
ト
ー
ク
が
妻
に
あ
て
た
一
九
〇
九
年
の
有
名
な
手
紙
も
ま
た
､
フ
リ
ジ
ェ
シ
が
指
摘
し
た
様
に
(
空
､
調
査
対
象
で
あ
る
農
民
を
い
か
に
自

分
達
と
異
な
る
存
在
と
し
て
彼
が
捉
え
て
い
た
か
を
よ
く
示
す
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
｡
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
｡
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｢
親
切
で
､
ナ
イ
ー
ヴ
な
､
原
始
の
人
々
!
こ
こ
で
彼
ら
と
一
緒
に
楽
し
ん
で
も
う
二
日
目
に
な
る
｡
私
の
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
を
取
り
囲
む
や
､
彼

ら
は
必
死
に
な
っ
て
機
械
に
少
し
で
も
多
く
の
歌
を
入
れ
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
｡
勿
論
彼
ら
に
は
収
集
の
結
果
等
は
ど
う
で
も
良
い
の
で
あ
っ
て
､

た
だ
単
に
大
き
な
(
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
の
)
口
の
部
分
､
｢
ラ
ッ
パ
｣
に
興
味
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
が
｡
で
も
子
供
達
に
ま
じ
め
な
課
題
を
さ
せ
る
時
だ

っ
て
､
当
の
課
題
に
と
っ
て
は
寧
ろ
ど
う
で
も
よ
く
て
も
､
彼
ら
に
と
っ
て
は
身
近
で
あ
る
様
な
､
そ
ん
な
事
に
村
し
て
彼
ら
の
興
味
を
か
き
立
て

ら
れ
て
は
じ
め
て
､
う
ま
く
い
く
だ
ケ
つ
｡
｣
(
空

採
集
者
で
あ
る
自
分
と
農
民
達
と
の
間
に
彼
が
い
か
に
大
き
な
溝
を
認
め
て
い
た
か
を
､
こ
の
箇
所
は
よ
く
示
し
て
い
る
｡
子
供
と
比
較
し
て
い

る
事
が
示
唆
す
る
よ
う
に
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
｢
彼
ら
｣
農
民
達
に
は
民
謡
を
採
集
す
る
事
の
本
当
の
意
義
は
理
解
出
来
な
い
と
考
え
て
い
た
様
な
の

だ
｡
彼
の
農
民
の
描
き
方
自
体
は
確
か
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
あ
る
が
､
両
者
の
関
係
は
決
し
て
対
等
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
二
十
世
紀
初
頭
の
社
会
状
況
に
､
と
り
わ
け
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
い
う
学
問
の
手
法
に
か
な
り
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
だ
(
3
1
〉
｡



こ
う
し
た
状
況
の
制
約
の
中
で
､
彼
は
農
民
と
い
う
他
者
に
一
体
ど
の
様
な
積
極
的
な
意
味
を
与
え
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
問
う
事
で
､

よ
う
や
く
我
々
は
本
稿
の
考
察
の
本
題
に
入
っ
て
い
く
事
と
な
る
｡
当
然
な
が
ら
他
者
を
ど
う
捉
え
る
か
と
言
う
事
は
､
単
に
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
ー

で
あ
る
だ
け
で
な
く
音
楽
家
で
も
あ
っ
た
バ
ル
ト
ー
ク
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
｡
次
の
節
で
は
､
民
謡
研
究
と

民
謡
編
曲
と
い
う
バ
ル
ト
ー
ク
が
コ
ダ
ー
イ
と
共
に
携
わ
っ
た
二
つ
の
活
動
領
域
に
注
目
し
た
い
｡
そ
し
て
そ
こ
で
の
彼
ら
の
問
題
意
識
を
明
ら
か

に
し
つ
つ
､
彼
ら
が
農
民
を
ど
の
様
に
捉
え
返
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
事
に
し
よ
う
｡

音
楽
家
バ
ル
ト
ー
ク
の
農
民
観
を
考
え
る
出
発
点
と
し
て
､
ま
ず
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
農
民
音
楽
』
と
い
う
､
一
九
二
〇
年
に
書
か
れ
た
バ
ル
ト
ー

ク
の
論
文
垂
を
見
て
み
よ
う
｡
こ
の
論
文
は
彼
の
主
著
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
』
の
前
身
と
も
言
え
る
内
容
を
持
っ
て
お
り
､
彼
の
民
俗
音
楽
観
が

ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
ら
れ
た
最
初
の
論
文
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
彼
は
民
俗
音
楽
を
｢
民
謡
風
の
蛮
術
音
楽
｣
と
｢
農
民
音
楽
｣
七

い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
上
で
､
｢
農
民
音
楽
｣
に
つ
い
て
以
下
の
様
に
書
い
て
い
る
｡

｢
民
謡
風
の
蛮
術
音
楽
は
‥
･
(
中
略
)
‥
･
殆
ど
の
場
合
､
絶
対
的
な
完
全
さ
と
い
う
も
の
に
は
到
達
し
な
い
｡
そ
の
中
に
は
平
凡
な
と
こ

ろ
が
沢
山
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ
は
作
っ
た
者
達
に
趣
味
が
欠
け
て
い
た
事
や
､
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
の
決
ま
り
き
っ
た
型
に
依
存
し
て
い
た
事
に

由
来
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
狭
い
意
味
で
の
農
民
音
楽
は
､
ど
の
旋
律
一
つ
を
と
っ
て
も
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
完
壁
さ
そ
の
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
音
楽
的
想
念
を
ど
の
様
に
す
れ
ば
最
も
単
純
な
手
段
で
､
最
も
純
粋
な
形
式
で
､
最
も
理
想
的
な
仕
方
で
表
現
出
来
る
か
と
い
う
事
の
古
典

的
な
例
な
の
で
あ
る
｡
｣
〈
空
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若
干
の
説
明
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
｡
T
民
謡
風
の
蛮
術
音
楽
｣
(
=
n
♀
e
s
m
許
e
ロ
e
J
と
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
達
の
用
語
法
で
は
､
作
曲
家
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
民
謡
風
の
音
楽
を
指
す
｡
具
体
的
に
は
､
十
九
世
紀
に
流
行
し
た
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
(
ぎ
a
窄
a
r
n
(
ぎ
ー
}
)
と
い
う
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
が

こ
こ
で
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
と
対
比
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
｢
狭
い
意
味
で
の
農
民
音
楽
｣
と
は
､
農
民
達
が
変
奏
を
重
ね
な
が
ら
歌
い

続
け
て
き
た
民
謡
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
､
ほ
ぼ
統
一
の
取
れ
た
様
式
的
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
(
空
｡

こ
の
引
用
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
､
｢
狭
い
意
味
で
の
農
民
音
楽
｣
が
美
的
に
も
あ
た
か
も
特
別
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
の
様

に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
垂
｡
つ
ま
り
､
由
来
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
が
美
的
な
評
価
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
だ
｡
農
民
音
楽
を
｢
完

壁
さ
そ
の
も
の
｣
と
し
て
極
端
に
理
想
化
す
る
一
方
で
､
凡
庸
な
｢
民
謡
風
の
蛮
術
音
楽
｣
の
中
に
彼
は
｢
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
｣
定
型
へ
の
依
存
を

見
よ
う
と
す
る
｡
あ
た
か
も
国
外
か
ら
の
視
線
を
意
識
す
る
か
の
様
に
､
あ
ら
た
め
て
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
農
民
音
楽
だ
け
を
取
り
出
し
て
そ
の

価
値
を
美
的
･
科
学
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
､
そ
こ
で
は
顕
著
な
の
で
あ
る
｡

農
民
達
の
精
神
活
動
を
高
く
評
価
し
ょ
う
と
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
は
､
音
楽
家
と
し
て
の
バ
ル
ト
ー
ク
の
問
題
意
識
の
一
端
を
示
す
と
同
隠
に
､

彼
の
思
想
的
な
傾
向
も
反
映
し
て
い
る
｡
同
じ
論
文
で
彼
が
農
民
を
ど
の
様
に
特
徴
づ
け
て
い
る
か
を
見
る
事
に
よ
っ
て
､
後
者
の
点
は
一
層
は
っ

き
り
と
し
て
く
る
だ
ろ
う
｡
民
謡
採
集
の
困
難
さ
に
関
連
し
て
､
彼
は
農
民
達
に
つ
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
｡
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｢
ジ
プ
シ
ー
音
楽
家
達
は
､
｢
職
業
的
｣
音
楽
家
と
し
て
､
当
然
の
様
に
音
楽
を
注
文
す
る
人
に
自
分
達
の
知
っ
て
い
る
事
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
農
民
達
は
違
ケ
｡
■
.
彼
ら
は
紳
士
達
の
前
で
は
あ
る
種
の
蓋
恥
心
か
ら
歌
お
う
と
す
る
気
持
ち
を
抑
え
て
し
ま
う
の
だ
｡
そ
れ
だ
か
ら
彼
ら
の

場
合
は
､
:
長
い
､
彼
ら
の
不
信
を
か
き
消
す
よ
う
な
説
得
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
々
は
目
的
に
達
す
る
事
が
出
来
る
｡
｣
{
空

彼
は
観
察
対
象
で
あ
る
農
民
達
の
中
に
､
｢
あ
る
種
の
蓋
恥
心
｣
や
｢
不
信
｣
の
様
な
複
雑
な
感
情
の
働
き
を
認
め
る
｡
こ
う
し
た
感
情
が
あ
る
事

で
､
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
農
民
音
楽
が
｢
紳
士
達
｣
卜
農
村
で
あ
れ
ば
大
抵
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
に
属
す
る
人
々
-
か
ら
目
に
付
か
な
い
所
に
隠
さ
れ



て
き
た
事
を
こ
こ
で
彼
は
示
唆
し
て
い
る
の
だ
｡
農
民
達
を
価
値
の
高
い
文
化
遺
産
の
担
い
手
と
し
て
改
め
て
評
価
す
る
事
が
､
彼
の
民
謡
研
究
を

支
え
る
問
題
意
識
に
な
っ
て
い
る
｡
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
の
民
俗
音
楽
が
彼
の
主
な
研
究
対
象
で
あ
っ
た
事
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
民
俗
音

楽
観
･
農
民
観
が
農
民
音
楽
を
求
心
力
と
す
る
新
し
い
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
明
白
だ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
彼
の
主
張
は
､
他
の
民
謡
研
究
者
か
ら
は
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
〈
3
7
〉
｡
し
か
し
他
方
で
そ
の
議
論
は
､
単
な

る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
一
研
究
の
文
脈
を
超
え
て
､
当
時
の
幅
広
い
文
化
的
･
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
深
く
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

民
謡
研
究
に
並
行
す
る
様
に
､
彼
が
コ
ダ
ー
イ
ヒ
共
に
実
に
移
し
い
数
の
民
謡
編
曲
を
書
い
た
と
い
う
事
実
も
我
々
は
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
彼
ら
は
単
に
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
農
民
音
楽
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
が
体
現

し
て
い
る
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
共
有
の
も
の
に
す
る
為
の
努
力
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

バ
ル
ト
ー
グ
と
コ
ダ
ー
イ
が
最
初
の
民
謡
編
曲
〈
二
十
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
〉
を
共
著
の
形
で
出
版
し
た
の
も
､
彼
ら
が
本
格
的
な
採
集
活
動
を

始
め
て
ま
だ
間
も
な
い
一
九
〇
六
年
の
事
で
あ
っ
た
｡
民
謡
編
曲
に
関
す
る
彼
ら
の
考
え
方
を
知
る
上
で
､
こ
の
作
品
の
序
文
を
見
て
み
る
事
に
し

よ
う
｡
そ
こ
で
は
コ
ダ
ー
イ
が
､
バ
ル
ト
ー
ク
と
の
協
議
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
以
下
の
様
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
｡

｢
も
し
私
達
の
民
衆
の
魂
の
､
屡
々
原
始
的
な
こ
れ
ら
の
表
現
が
､
そ
れ
に
相
応
し
い
愛
情
の
う
ち
の
半
分
で
も
受
け
ら
れ
る
な
ら
ば
!
‥
･
(
中

略
)
‥
∴
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
の
殆
ど
の
部
分
は
ま
だ
十
分
ハ
ン
ガ
リ
ー
(
マ
ジ
ャ
ー
ル
)
人
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
､
も
う
十
分
に
ナ
イ
ー
ヴ
で
も

な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
に
心
か
ら
親
し
み
を
感
じ
る
に
は
､
ま
だ
彼
ら
は
十
分
に
教
養
を
積
ん
で
い
な
い
｡
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
を
コ
ン
サ
ー
ト
･

ホ
ー
ル
に
!
(
こ
の
主
張
は
)
今
日
に
あ
っ
て
は
ま
だ
奇
妙
に
響
く
｡
世
界
の
音
楽
作
品
の
像
作
や
､
外
国
の
民
謡
と
同
列
に
な
ろ
う
と
い
う
の
だ

か
ら
｡
し
か
し
､
や
が
て
そ
の
時
は
来
る
だ
ろ
う
｡
｣
〈
空

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
の
為
に
､
新
し
い
共
有
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
こ
こ
で
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
認
め
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ら
れ
る
｡
と
り
わ
け
注
目
に
催
す
る
の
は
､
コ
ダ
ー
イ
が
自
国
の
民
謡
を
外
国
の
民
謡
と
同
列
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
で
あ
る
｡
丁
度
ハ

ン
ガ
リ
Ⅰ
が
､
海
外
か
ら
の
視
線
に
応
え
る
形
で
近
代
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
.
っ
た
の
に
対
応
す
る
様
に
､
コ
ダ
ー
イ
は
文
化
に
お
い
て

む
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
が
認
知
さ
れ
る
事
を
望
ん
で
い
た
の
だ
｡

こ
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
目
標
が
あ
っ
た
｡
｢
こ
れ
ら
の
.
歌
に
心
か
ら
親
し
み
を
感
じ
る
｣
為
に
､
人
々
は
こ
れ

か
ら
｢
十
分
に
教
養
｣
を
積
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ハ
ン
ガ
リ
ー
性
と
い
う
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
､
あ
た
か
も
勉
強

さ
え
す
れ
ば
誰
で
も
身
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
様
に
表
象
さ
れ
て
い
る
点
に
､
僅
意
し
よ
う
｡
民
謡
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
が
科
学
的

に
保
証
さ
れ
て
い
る
事
が
､
全
て
の
人
に
と
っ
て
問
題
を
明
ら
か
に
対
処
し
や
す
い
も
の
に
し
て
い
る
｡
恐
ら
く
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
一
研
究
の
成
果

と
い
う
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
中
で
自
分
達
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
が
有
効
な
求
心
力
に
な
り
う
る
事
を
コ
ダ

ー
イ
は
確
信
出
来
た
の
だ
ろ
う
｡

学
習
の
役
割
を
と
り
わ
け
重
視
す
る
こ
の
序
文
の
傾
向
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
､
コ
ダ
ー
イ
の
主
張
が
ど
の
様
な
社
会
的
･
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
の
も
と
に
あ
り
､
ど
の
様
な
人
々
を
対
象
と
し
て
い
る
か
は
ほ
ぼ
明
ら
か
だ
ろ
う
｡
恐
ら
く
彼
は
､
当
時
次
第
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
マ
ジ
ャ

ー
ル
系
の
市
民
階
級
の
人
々
に
対
し
て
､
自
分
連
の
発
見
し
た
民
謡
を
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
上
で
の
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
提
示
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
｡
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
を
コ
ン
サ
ー
ト
･
ホ
ー
ル
で
演
奏
す
る
事
が
一
つ
の
目
標
に
な
り
え
た
の
は
､
ま
さ
に
潜
在
的
に
コ
ン
サ
ー

ト
の
聴
衆
に
な
り
う
る
市
民
層
の
人
々
に
彼
が
語
り
か
け
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
の
地
方
都
市
に
住
む
マ
ジ
ャ
ー

ル
系
市
民
層
は
､
明
ら
か
に
コ
ダ
ー
イ
達
が
期
待
し
て
い
た
購
買
層
だ
っ
た
ろ
う
｡
バ
ル
ト
ー
ク
も
ま
た
空
一
十
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
〉
が
出
版
さ

れ
た
際
に
､
ポ
ジ
ョ
ニ
(
現
在
の
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ア
)

や
セ
ゲ
ド
で
曲
集
を
売
り
出
そ
う
と
奔
走
し
て
い
る
(
警
｡

.
他
方
で
コ
ダ
ー
イ
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
に
同
化
し
っ
つ
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
系
市
民
層
の
事
も
､
念
頭
に
置
い
て
い
た
筈
で
あ
る
.
｡
例
え
ば
バ
ル

ト
ー
ク
達
の
支
援
者
で
後
に
コ
ダ
ー
イ
夫
人
と
な
っ
た
エ
ン
マ
･
シ
ヤ
ー
ン
ド
ル
や
､
コ
ダ
ー
イ
の
旧
友
で
あ
っ
た
バ
ラ
ー
ジ
ユ
･
ベ
ー
ラ
が
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
っ
た
事
を
こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
｡
バ
ラ
ー
ジ
ユ
･
ベ
ー
ラ
は
本
名
を
ヘ
ル
ベ
ル
ト
･
バ
ウ
ア
ー
と
い
う
の
だ
が
､
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彼
は
マ
ジ
ャ
ー
ル
風
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
敢
え
て
用
い
､
セ
ー
ケ
イ
人
の
バ
ラ
ッ
ド
の
ス
タ
イ
ル
を
わ
ざ
わ
ざ
模
倣
し
て
(
青
髭
公
の
城
)
の
様
な
劇

作
品
を
書
い
て
い
る
(
讐
｡
こ
の
様
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
例
の
古
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
民
俗
文
化
へ
の
関
心
と
､
コ
ダ
ー
イ
達
の
試
み
て
い
る
事
の
間
に
は

明
ら
か
に
問
題
意
識
の
連
関
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
科
学
的
に
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
保
証
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
を
出
版
す
る
事
は
､
明

ら
か
に
そ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
市
民
層
の
欲
求
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
｡
引
用
で
あ
げ
た
コ
ダ
ー
イ
の
序
文
の
中
の
｢
ま
だ
十
分
ハ
ン
ガ
リ

ー
(
マ
ジ
ャ
ー
ル
)
人
に
は
な
っ
て
い
な
い
｣
と
い
う
表
現
も
､
ユ
ダ
ヤ
人
市
民
層
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
｡

バ
ル
ト
ー
ク
の
民
謡
研
究
の
中
に
我
々
は
新
し
い
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
を
認
め
た
の
だ
が
､
そ
の
主
張
が
民
謡
編
曲
と
い
う
領
域
に
於

い
て
､
具
体
的
な
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
る
辛
が
以
上
か
ち
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
こ
の
新
し
い
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
､
そ
れ
以
前
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
も

の
と
し
て
登
場
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
｡
〈
二
十
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
)
の
序
文
の
末
尾
で
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
様
に
､
最
初
か
ら
バ

ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
は
､
自
分
達
の
民
謡
編
曲
を
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
と
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
発
表
し
て
い
る
〈
4
1
〉
｡
あ
ま
り
に
も
流
行
し

た
結
果
､
二
十
世
紀
初
頭
に
は
､
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
(
ぎ
a
窄
胃
n
ぎ
.
}
)
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
(
ぎ
a
g
y
胃
n
召
､
d
a
-
.
)
と
殆
ど
同
義
語
と
な
っ
て
い
た
｡

と
こ
ろ
が
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
は
､
科
学
的
な
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
問
題
に
す
る
事
で
､
敢
え
て
両
者
を
区
別
し
て
､
｢
本
物
の
｣
ハ
ン
ガ

リ
ー
民
謡
を
あ
ら
た
め
て
農
民
と
い
う
他
者
に
帰
属
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
･
更
に
彼
ら
が
そ
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
問
題
を
美
的
な
評
価
の
問
題

と
結
び
つ
け
た
事
は
､
既
に
述
べ
た
｡
背
景
に
､
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
や
ジ
プ
シ
ー
音
楽
の
根
強
い
支
持
者
で
あ
る
保
守
的
な
ジ
ュ
ン
ト
リ
(
没

落
貴
族
)
層
と
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
信
奉
す
る
市
民
階
層
の
間
の
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
事
は
､
恐
ら
く
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
｡
思
想
的
に
バ
ル
ト
ー

ク
達
が
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
達
に
近
い
立
場
垂
を
と
っ
て
い
た
事
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
､
｢
本
物
の
｣
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
を
人
々
に
改
め
て
学
習

さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
も
､
実
は
こ
う
し
た
政
治
的
文
脈
と
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
チ
ャ
ー
ト
･
ゲ
ー
ザ
が
出
版
当
時
に
指
摘
し
た
様
に
､
バ

ル
ト
ー
ク
達
の
新
し
い
民
謡
編
曲
は
､
ジ
プ
シ
ー
の
音
楽
で
は
な
く
ま
さ
に
｢
農
家
の
娘
｣
の
歌
を
楽
譜
に
し
た
点
に
お
い
て
画
期
的
な
意
義
を
持

っ
て
い
た
の
だ
〈
聖
｡
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マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
と
の
競
合
の
結
果
と
し
て
､
バ
ル
ト
ー
ク
連
が
農
民
達
の
他
者
性
を
や
や
極
端
な
形
で
理
想
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､

ご
く
自
然
な
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
農
民
達
は
､
｢
j
だ
十
分
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
､
も
う
十
分
に
ナ
イ
ー
ヴ
で
も
な

い
｣
人
々
と
の
対
比
に
於
い
て
､
理
想
化
さ
れ
た
他
者
と
な
る
｡
先
に
引
用
し
た
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
農
民
音
楽
』
に
あ
っ
た
様
に
､
彼
ら
は
｢
紳
士

達
｣
も
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
よ
う
な
､
価
値
の
高
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
遺
産
を
担
う
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
｡

バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
於
い
て
､
農
民
の
他
者
性
が
ど
町
様
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
以
上
で

我
々
は
考
察
し
た
｡
両
者
の
農
民
観
が
､
仮
に
一
枚
岩
の
様
に
同
じ
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
､
本
稿
の
課
題
は
既
に
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
果
た
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
実
際
に
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
農
民
観
に
関
し
て
､
更
に
我
々
は
コ
ダ
ー
イ
の
見
解
と
の
ず

れ
も
考
慮
に
入
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ
の
ず
れ
を
考
え
る
事
で
､
問
題
は
複
雑
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
｡
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少
な
く
と
も
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
農
民
観
に
､
や
や
ず
れ
が
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
の
相
違
は
､
民
俗
音
楽
に
関
す
る
彼
ら
の
用

語
法
の
違
い
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
言
う
事
が
出
来
る
｡
例
え
ば
コ
ダ
ー
イ
が
書
い
た
論
文
を
年
代
順
に
追
っ
て
見
て
い
く
と
､
彼
が
可
能
な
限

り

｢
農
民
｣
(
;
p
胃
a
S
彗
)
で
は
な
く
｢
民
衆
｣
言
草
}
｡
英
語
の
p
e
旦
e
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
｡
)
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
お
り
､
そ
の
方
針
が
ほ

ぼ
一
貢
し
て
い
る
事
が
分
か
る
｡
･
そ
の
理
由
は
､
本
人
が
示
唆
し
て
い
る
様
に
､
.
ゼ
5
S
彗
と
い
う
単
語
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
(
讐
｡
農
民
違
を
市
民
階
級
に
と
･
つ
て
親
し
み
や
す
い
存
在
と
し
て
表
象
す
る
事
を
コ
ダ
ー
イ
は
寧
ろ
好
ん
だ
の
だ
｡
そ
の
事

は
､
空
一
〇
グ
ル
シ
ガ
リ
ー
民
謡
》
の
序
文
(
空
か
ら
も
､
あ
る
い
は
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
様
々
な
場
所
で
の
発
言
か
ら
も
確
認
出
来
る
事
で
あ
る

と
､
.
｣
ろ
が
バ
ル
ト
ー
ク
に
は
､
寧
ろ
.
こ
p
a
r
琵
琶
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
用
い
る
傾
向
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
(
4
7
)
｡
民
俗
音
楽
に
阻
し
て



も
､
第
一
次
大
戦
以
降
の
創
作
活
動
の
後
半
に
は
､
彼
は
｢
民
俗
音
楽
｣
(
;
n
骨
e
n
e
一
〕
と
い
う
中
立
的
な
表
現
を
嫌
っ
て
､
｢
農
民
音
楽
｣

(
･
官
a
s
z
訂
e
n
e
J
と
い
う
表
現
を
主
に
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
讐
農
民
や
民
俗
音
楽
の
持
つ
他
者
性
を
敢
え
て
強
調
す
る
バ
ル
ト
ー
ク
の
用

語
法
は
､
コ
ダ
ー
イ
が
構
想
す
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
や
や
異
な
る
枠
組
み
の
中
で
彼
が
農
民
を
捉
え
る
事
が
あ
っ
た
事
を
我
々
に
示
唆
し

て
い
る
｡
こ
の
ず
れ
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
農
民
観
の
全
体
像
を
纏
め
て
い
く
の
が
､
こ
の
節
の
課
題
で
あ
る
｡

バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
農
民
観
の
違
い
は
｣
九
二
〇
年
代
以
降
次
第
に
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
｡
そ
こ
で
最
初
に
､
一
九
二
四
年
に
出
版
さ

れ
た
主
著
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
』
を
参
照
し
て
､
円
熟
期
に
入
っ
た
バ
ル
ト
ー
ク
の
見
解
が
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
見
て
お
く
事
に
し
よ
う
｡

ま
ず
目
に
付
く
の
は
､
彼
が
農
民
を
｢
階
級
｣
と
し
て
捉
え
､
外
部
の
世
界
か
ら
独
立
し
た
精
神
活
動
を
行
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
見
て
い
る
事
で

あ
る
｡
農
民
階
級
に
つ
･
い
て
彼
は
以
下
の
様
な
定
義
を
し
て
い
る
｡

｢
ア
オ
ー
ク
ロ
ア
の
観
点
か
ら
､
民
衆
の
う
ち
で
も
一
次
産
業
に
従
事
し
て
お
り
､
肉
体
的
に
も
､
精
神
的
に
も
必
要
な
も
の
を
自
分
達
の
伝
統

に
相
応
し
い
形
で
満
た
し
て
い
る
人
々
を
(
我
々
は
)
農
艮
階
級
と
見
な
す
｡
事
に
よ
る
と
彼
ら
は
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
形
で
満
た
す
事
も
あ
る

が
､
そ
れ
を
彼
ら
は
自
身
の
気
質
に
合
う
様
に
､
本
能
的
に
変
形
さ
せ
る
｡
｣
(
聖

コ
ダ
ー
イ
が
農
民
達
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
共
有
の
文
化
の
忠
実
な
保
存
者
(
讐
と
し
て
表
象
し
た
の
に
対
し
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
農
民
階
級
を
あ
く
ま
で

も
外
の
世
界
か
ら
〓
疋
の
距
離
を
保
っ
た
集
団
と
し
て
捉
え
､
寧
ろ
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
自
発
的
に
変
形
す
る
点
に
彼
ら
の
全
般
的
な

生
活
様
式
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
〈
5
1
〉
事
が
､
上
の
引
用
か
ら
は
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
｡

農
民
達
と
自
分
達
と
の
間
に
あ
る
溝
を
埋
め
よ
う
と
す
る
代
わ
り
に
､
は
っ
き
り
と
強
調
す
る
点
に
バ
ル
ト
ー
ク
の
議
論
の
特
徴
は
あ
る
｡
よ
り

正
確
に
言
え
ば
､
農
民
達
を
現
在
の
状
況
に
於
い
て
一
時
的
に
他
者
で
あ
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
､
寧
ろ
こ
れ
か
ら
も
他
者
で
あ
り

続
け
る
様
な
存
在
と
し
て
理
想
化
す
る
傾
向
が
､
彼
の
議
論
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
完
三
一
年
の
講
演
で
も
彼
は
農
民
階
級
を
『
ハ
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ン
ガ
リ
ー
民
謡
』
と
全
く
同
じ
様
に
定
義
し
て
い
る
が
､
そ
の
し
ば
ら
く
後
で
彼
は
以
下
の
様
に
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
｡
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｢
こ
こ
ま
で
何
度
も
二
つ
の
形
容
詞
を
使
っ
て
き
ま
し
た
｡
農
民
風
(
｡
p
胃
a
S
旨
s
J
､
と
い
う
言
葉
と
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
(
;
p
r
i
ヨ
i
t
弓
)
な
､
と
い
う
言

葉
の
事
で
す
｡
ど
う
か
誤
解
⊥
な
い
で
く
だ
さ
い
､
私
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
形
容
詞
を
決
し
て
蔑
む
様
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
反
対
に
､
両
方
の
言
葉
に
よ
っ
て
何
か
爽
雑
物
の
な
い
､
原
始
的
で
､
理
想
的
な
単
純
さ
を
指
し
示
し
た
い
の
で
す
｡
｣
(
望

当
時
の
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
の
言
葉
遣
い
で
｢
農
民
｣
(
…
p
琶
a
S
彗
)
と
い
う
言
葉
に
は
軽
蔑
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
事
を
こ
の
部
分
も
示
唆
し
て

い
る
｡
し
か
し
そ
う
し
た
風
潮
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
彼
が
そ
の
言
葉
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
を
敢
え
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
事
の
方
に
今
は
注
意

す
る
事
に
し
よ
う
｡
バ
ル
ト
ー
ク
は
農
民
階
級
を
､
彼
ら
が
ま
さ
に
異
質
で
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
が
故
に
肯
定
的
に
評
価
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
事
を
､
上
の
コ
メ
ン
ト
は
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
彼
が
重
点
的
に
採
集
活
動
を
行
.
っ
た
二
十
世
紀
初
頭
の
エ
ル
デ

ー
イ
地
方
(
現
在
の
ル
ー
マ
ニ
ア
領
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
地
方
)

ヤ
フ
エ
ル
ヴ
イ
デ
ー
ク
地
方
(
現
在
の
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
東
部
)

の
農
村
で
は
ま

だ
農
業
の
近
代
化
が
進
ん
で
お
ら
ず
､
殆
ど
自
給
自
足
に
近
い
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
(
空
は
､
恐
ら
く
彼
の
こ
う
し
た
農
民
観
と
も

無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡
一
九
二
八
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
で
彼
自
身
回
想
し
て
い
る
様
に
､
彼
は
｢
都
市
の
文
化
に
ま
だ
触
れ
て
い
な

い
素
材
｣
を
見
つ
け
る
為
に
｢
文
明
の
中
心
か
ら
も
交
通
の
幹
線
か
ら
も
可
能
な
限
り
遠
く
に
あ
る
村
を
訪
れ
｣
(
空
た
の
で
あ
る
｡

プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
生
活
様
式
に
対
す
る
バ
ル
ト
ー
ク
の
こ
う
し
た
関
心
は
､
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
関
心
は
､
必
ず

し
も
特
定
の
人
種
の
枠
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
一
九
一
三
年
に
彼
が
自
ら
志
願
し
て
ア
フ
リ
カ
の
ビ
ス
ク
ラ
ま
で
ア
ラ
ブ
の
民
俗
音
楽
の
採

集
に
出
か
け
て
い
る
事
も
こ
こ
で
我
々
は
思
い
出
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
｡
民
謡
研
究
の
中
で
彼
は
一
貫
し
て
ア
ラ
ブ
音
楽
を
最
も
プ
リ
ミ

テ
ィ
ヴ
な
音
楽
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
お
り
､
非
常
に
屡
々
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
〈
警
｡
ま
た
他
の
同
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
研
究
者
と
異
な

り
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
の
｢
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
(
都
市
の
)
文
化
に
殆
ど
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｣
(
空
ル
ー
マ
ニ
ア
系
の
農
民
達
の
民
謡
の
研
究
に
も



バ
ル
ト
ー
ク
は
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
｡
一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
他
者
と
向
き
合
う
事
が
､
彼
個
人
の
民
謡
研
究
の
一

つ
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
ル
ー
マ
ニ
ア
民
謡
の
採
集
活
動
に
関
連
し
て
､
一
九
一
〇
年
に
彼
は
ブ
カ
レ
ス
ト
の
研
究
者

で
あ
る
デ
ィ
ミ
ト
リ
･
キ
リ
ア
ッ
ク
に
あ
て
て
以
下
の
様
に
書
い
て
い
る
｡

｢
最
初
は
ル
ー
マ
ニ
ア
系
の
学
生
が
私
の
同
行
者
だ
っ
た
の
で
､
彼
が
歌
詞
を
記
録
し
て
い
ま
し
た
｡
し
か
し
今
で
は
､
そ
れ
ら
の
歌
詞
を
私
自

身
で
も
記
録
す
る
事
が
出
来
る
所
ま
で
至
り
ま
⊥
た
｡
民
謡
風
な
発
音
に
つ
い
て
は
､
私
は
こ
の
仕
事
を
(
彼
が
し
た
よ
り
も
)
遠
か
に
正
確
に
す

る
事
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
｡
と
い
う
の
も
､
私
の
同
行
者
に
関
し
て
は
､
発
音
を
変
え
て
し
ま
う
､
と
言
う
事
が
屡
々
起
こ
っ
た
か
ら
で
す
(
民

衆
を
ど
う
し
て
も
改
良
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
う
人
が
丁
度
す
る
様
に
!
)
｡
｣
(
5
7
)

こ
の
手
紙
は
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
民
俗
音
楽
に
関
連
し
て
､
バ
ル
ト
ー
ク
が
ル
ー
マ
ニ
ア
王
国
の
研
究
者
と
直
接
的
に
コ
ン

タ
ク
ト
を
と
っ
た
最
初
期
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
こ
で
通
訳
と
し
て
同
行
し
て
い
る
ル
ー
マ
ニ
ア
系
の
知
識
人
を
､
彼
が
ル
ー
マ
ニ

ア
系
の
農
民
達
と
は
っ
き
り
と
分
け
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
事
実
は
､
興
味
深
い
｡
彼
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
人
種
そ
れ
自
体
の
区
別
で
は
な
く
て
､

寧
ろ
農
民
な
の
か
そ
う
で
な
い
か
の
区
別
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
国
外
か
ら
の
視
線
も
意
識
し
っ
つ
､
こ
こ
で
彼
が
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
他
者
の
文
化
を

研
究
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
(
誓

恐
ら
く
こ
う
し
た
農
民
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
思
考
様
式
へ
の
関
心
は
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
場
合
､
彼
自
身
の
創
作
活
動
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
も
密
接

に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
｡
か
け
離
れ
た
境
遇
に
あ
る
農
民
達
の
他
者
性
を
自
分
の
う
ち
に
幾
分
か
取
り
込
む
事
に
よ
っ
て
､
彼
は
作
曲
家
と

し
て
の
自
分
の
独
自
な
あ
り
方
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
一
九
〇
九
年
に
妻
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
も
､
彼
は
そ
う
し

た
構
想
を
は
っ
き
り
と
描
い
て
見
せ
て
い
る
｡
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｢
今
我
々
に
と
っ
て
運
が
い
い
の
は
､
我
々
が
ア
ジ
ア
の
端
に
住
ん
で
い
る
と
言
う
事
だ
｡
こ
こ
に
は
ま
だ
民
俗
音
楽
が
豊
か
に
あ
る
｡
そ
れ
が

ド
イ
ツ
に
お
い
て
危
険
な
程
に
老
化
し
て
し
ま
っ
た
音
楽
に
新
鮮
な
血
を
注
ぎ
込
む
だ
ろ
う
｡
｣
〈
讐

156

ド
イ
ツ
音
楽
と
い
う
当
時
に
於
け
る
｢
中
心
｣
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
自
ら
を
規
定
し
た
上
で
､
こ
こ
で
彼
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
未

来
の
構
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
｡
こ
の
構
想
自
体
は
､
枠
組
み
と
し
て
は
一
種
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
言
え
る
も
の
だ
が
､
興
味
深
い
の
は
こ
こ
で
彼

が
自
分
の
立
場
の
周
縁
性
を
｢
ア
ジ
ア
の
端
｣
と
い
う
現
実
の
地
理
的
位
置
と
結
び
つ
け
､
民
謡
採
集
活
動
の
意
義
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
か
ら
述

べ
て
い
る
事
だ
ろ
う
｡
農
民
の
他
者
性
が
､
こ
こ
で
は
作
曲
家
バ
ル
ト
ー
ク
の
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
す
る
上
で
役
立
て
ら
れ

て
い
る
･
｡
当
然
な
が
ら
､
西
洋
蛮
術
音
楽
に
｢
新
鮮
な
血
｣
を
注
ぎ
込
む
為
に
は
､
彼
に
と
っ
て
民
俗
音
楽
は
｢
ア
ジ
ア
｣
の
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か

ら
見
て
特
異
な
特
色
を
持
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
{
6
0
)
｡
民
俗
音
楽
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
様
式
的
特
徴
を
用
い
る
事
と
､
既

存
の
音
楽
と
の
比
較
に
お
い
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
新
し
い
音
楽
を
書
く
事
が
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
構
想
の
中
で
は
切
り
離
し
難
く
関
係
し
て
い
た
の
で
あ

る{61)｡

念
の
為
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
､
こ
こ
で
彼
は
決
し
て
､
作
曲
家
が
農
民
達
に
完
全
に
同
化
し
て
し
ま
う
様
な
事
態
を
思
い
描
い
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
｡
農
民
達
に
作
曲
す
る
能
力
は
な
い
と
彼
が
非
常
に
屡
々
主
張
し
て
い
る
(
空
事
か
ら
も
分
か
る
様
に
､
･
彼
に
と
っ
て
は
､
作
曲
家
と
農
民

達
と
い
う
の
は
そ
む
そ
も
互
い
に
活
動
分
野
を
は
っ
ぎ
り
異
に
す
る
存
在
だ
っ
た
｡
寧
ろ
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
､
.
彼
は
農
民
音
楽
と
い
う
他
者
の
音
楽

と
関
わ
･
る
事
を
､
彼
の
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
で
見
た
バ
ル
ト
ー
ク
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
構
想
が
､
コ
ダ
ー
イ
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
必
ず
し
も
噛
み
合
わ
な
い
考
え
方
だ
っ
た
事
は

明
ら
か
だ
ろ
う
｡
コ
ダ
ー
イ
の
様
に
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
周
の
聴
衆
と
共
有
す
る
事
に
究
極
目
標
を
置
く
限
り
で
は
､
新
し
い
音
楽
の

様
式
の
導
入
は
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
上
の
手
段
の
一
つ
で
し
か
あ
り
え
な
い
ぺ
と
こ
ろ
が
バ
ル
ト
ー
ク
に
於
い
て
は
､
新
し
さ
の
追
求
が
そ
れ
自
体
と
し

て
一
つ
の
目
標
と
な
っ
て
お
り
､
作
曲
家
と
聴
衆
と
の
間
の
隔
た
り
が
絶
え
ず
作
ら
れ
る
様
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
｡
こ
の
事
に
つ
い
て
実



際
に
も
コ
ダ
ー
イ
が
や
や
不
満
で
あ
っ
た
事
は
､
生
前
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
彼
の
遺
稿
か
ら
も
知
る
事
が
出
来
る
｡

｢
彼
(
バ
ル
ト
ー
ク
)
は
門
外
漢
の
聴
衆
を
自
分
の
作
品
で
脅
し
て
追
い
払
っ
て
し
ま
っ
て
も
平
気
だ
っ
た
｡
‥
･
(
中
略
)
‥
･
私
は
早
く
か

ら
気
が
つ
い
て
い
た
､
き
ち
ん
と
し
た
聴
衆
を
追
い
払
っ
た
り
お
び
え
さ
せ
た
り
す
る
の
は
､
勿
体
な
い
事
な
の
だ
と
｡
鎧
を
つ
け
て
､
防
御
を
固

め
つ
つ
(
聴
衆
に
)
近
づ
い
て
い
く
の
で
は
な
べ
､
武
器
を
持
た
ず
に
､
友
好
的
に
近
づ
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の
も
我
々
は
彼

ら
を
助
け
た
い
の
だ
か
ら
｡
‥
･
(
中
略
)
‥
‥
民
俗
音
楽
を
私
は
自
分
と
自
分
の
弟
子
達
の
模
範
と
し
た
｡
蛮
術
音
楽
は
民
俗
音
楽
に
似
て
い
て

は
じ
め
て
価
値
が
あ
る
｡
似
て
い
な
い
な
ら
そ
れ
は
作
ら
れ
た
音
楽
､
つ
ま
り
人
工
の
､
代
用
品
に
過
ぎ
な
い
｡
｣
(
聖

農
民
音
楽
の
様
式
的
特
徴
か
ら
新
し
い
自
国
の
蛮
術
音
楽
を
創
造
し
ょ
う
と
す
る
点
に
関
し
て
は
､
確
か
に
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
考
え
は

共
通
し
て
い
た
｡
し
か
し
上
の
引
用
が
示
唆
す
る
様
に
､
農
民
音
楽
の
持
つ
他
者
性
を
ど
の
様
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
と
言
う
事
に
関
し
て
は
､

両
者
の
間
の
発
想
の
傾
向
は
や
や
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
コ
ダ
ー
イ
は
農
民
音
楽
を
外
国
の
音
楽
と
区
別
出
来
る
様
な
､
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
独
自

な
も
の
と
し
て
新
た
に
捉
え
返
し
､
そ
れ
を
求
心
力
に
し
て
｢
自
分
連
｣
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
｡

そ
れ
に
対
し
バ
ル
ト
ー
ク
に
は
､
農
民
音
楽
を
取
り
込
む
事
に
よ
っ
て
､
｢
中
心
｣
か
ら
外
れ
た
者
と
し
て
の
､
個
人
と
し
て
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
だ
｡
勿
論
､
仮
に
｢
中
心
｣
か
ら
外
れ
て
い
る
事
自
体
の
中
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
考
え
方
も
一
種
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
た
だ
そ
の

像
合
も
､
コ
ダ
ー
イ
が
考
え
て
い
る
様
な
､
民
謡
は
聴
衆
に
と
っ
て
も
親
し
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
筈
だ
と
い
う
前
提
自
体
が
､
バ
ル
ト
ー
ク
に
於

い
で
は
実
に
危
う
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
事
に
注
意
し
な
ぐ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
(
糾
)
｡
バ
ル
ト
ー
ク
の
考
え
方
は
西
洋
近
代
の
文
化
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
に
は
な
っ
て
い
て
も
､
新
興
の
近
代
国
家
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
戦
略
と
し
て
は
､
や
や
問
題
を
含
ん
で
い
た

の
だ
｡
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今
我
々
は
､
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
二
人
の
音
楽
家
の
間
の
､
微
妙
な
発
想
の
傾
向
の
相
違
に
立
ち
入
っ
て
議
論
を
し
て
い
る
｡
当
然

な
が
ら
､
こ
の
議
論
は
デ
リ
ケ
ー
ト
に
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
二
人
の
傾
向
の
違
い
と
い
う
の
も
､
一
九
二
〇

年
代
以
降
二
人
の
活
動
領
域
が
別
々
に
な
っ
て
来
る
に
つ
れ
て
-
バ
ル
ト
ー
ク
が
海
外
の
演
奏
活
動
に
､
コ
ダ
ー
イ
が
国
内
の
教
育
活
動
に
重
点
を

置
く
様
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
-
徐
々
に
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
断
片
的
な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
｡
前
の
節
で
述
べ
た
様
に
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
考
え
方
の
中
に
も
コ
.
グ
ー
イ
と
共
通
し
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
事
も
や
は
り
重
要
で
あ
る
｡
我
々

は
､
コ
ダ
ー
イ
の
見
解
を
取
り
除
い
た
と
こ
ろ
に
､
純
粋
に
バ
ル
ト
ー
ク
の
も
の
と
呼
べ
る
様
な
､
何
か
｢
本
当
の
｣
見
解
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
な
ど
と
は
､
恐
ら
く
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
､
二
人
の
考
え
方
の
傾
向
の
違
い
を
指
摘
す
る
事
が
､
我
々
の
考
察
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
-
コ
ダ
ー
イ
の
事
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
と
し
て
も
ー
バ
ル
ト
ー
ク
の
ケ
ー
ス
は
､

他
者
性
を
取
り
込
ん
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
､
他
者
性
に
関
す
る
見
解
の
ゆ
ら
ぎ
が
そ
の
ま
ま
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
ら
ぎ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

冒
頭
の
問
題
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
し
て
西
洋
近
代
を
相
村
化
す
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
他
者
を
農
民
達
に
見
る
一

方
で
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
こ
に
見
出
す
事
も
あ
っ
た
と
言
う
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
｡
農
民
と

い
う
他
者
に
対
す
る
彼
の
捉
え
方
の
二
面
性
は
､
個
人
と
し
て
の
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
面
性
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
更

に
言
え
ば
そ
れ
は
､
一
方
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ハ
ブ
ス
プ
ル
ク
家
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
｢
周
縁
｣

の
国
で
あ
り
､
一
方
で
は
そ
れ
自
体
科
学
主

義
に
沸
き
立
つ
新
興
の
｢
中
心
｣
国
で
あ
る
と
い
う
､
二
重
帝
国
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
家
と
し
て
の
二
面
性
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
関
連
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
彼
の
議
論
の
中
に
時
々
見
ら
れ
る
ほ
こ
ろ
び
を
､
我
々
は
寧
ろ
こ
の
作
曲
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
な
有
り
様
に
つ

い
て
考
え
る
為
の
､
積
極
的
な
契
機
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
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結び
バ
ル
ト
ー
ク
が
農
民
と
い
う
他
者
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
を
出
発
点
に
､
我
々
は
彼
の
作
曲
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
か
､
そ
の
重
要
な
一
側
面
を
見
る
事
が
出
来
た
｡
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
を
最

初
か
ら
自
明
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
け
で
は
そ
も
そ
も
見
え
て
こ
な
い
様
な
､
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
や
二
面
性
と
い
っ
た
問
題
が

そ
こ
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
言
え
る
ゼ
ろ
う
っ

本
稿
は
､
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
前
史
を
ふ
ま
え
た
分
､
農
民
観
に
つ
い
て
の
考
察
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
が
あ
る
｡
し
か
し
仮
に
こ

う
し
た
農
民
や
農
民
音
楽
の
他
者
性
と
い
う
も
の
が
､
｢
他
者
｣
と
し
て
語
り
得
る
様
な
他
の
概
念
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
問
う
て

み
る
な
ら
ば
､
恐
ら
く
我
々
は
更
に
議
論
を
広
げ
る
事
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
考
察
を
終
え
る
が
､
バ
ル
ト
ー
ク
の
研
究

と
結
び
つ
け
な
が
ら
､
そ
う
し
た
事
柄
に
関
し
て
も
ま
た
い
ず
れ
論
じ
て
い
く
事
に
し
よ
う
｡

註

(
1
)
創
作
活
動
を
め
ぐ
る
バ
ル
ト
ー
ク
自
身
の
議
論
に
関
し
て
は
､
本
稿
の
筆
者
は
既
に
一
度
思
想
的
な
文
脈
か
ら
論
じ
て
い
る
｡
拙
論
文
｢
農
民
音
楽
の
｢
精
神
｣

は
何
故
重
要
な
の
か
-
バ
ル
ト
ー
ク
の
民
俗
音
楽
観
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
｣
r
美
学
｣
二
一
〇
号
(
二
〇
〇
二
年
秋
)
､
三
九
-
五
二
頁
を
参
照
せ
よ
｡

(
2
)
例
外
の
一
つ
と
し
て
､
ド
ー
シ
ャ
･
リ
デ
ィ
ヘ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
あ
る
｡
一
九
〇
四
年
に
こ
の
女
性
が
奉
公
先
で
歌
っ
て
い
た
民
謡
を
耳
に
し
た
事
が
､
バ

ル
ト
ー
ク
の
農
民
音
楽
と
の
最
初
の
出
会
い
と
な
っ
た
｡
こ
の
女
性
の
消
息
は
そ
の
後
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
が
､
一
九
七
〇
年
に
な
っ
て
ル
ー
マ
ニ
ア
の

研
究
者
に
よ
っ
て
彼
女
は
｢
発
見
｣
さ
れ
､
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
行
わ
れ
た
｡
c
【
｢
訝
N
-
♪
F
e
3
コ
C
㍉
M
e
官
等
N
訂
e
k
a
B
a
已
k
･
芳
一
且
z
D
詠
a
r
i
d
i
･
e
p
i
N
畳
字
O
Z
.
.
･

ぎ
ミ
ヨ
h
首
Q
宗
巧
ぎ
野
合
Q
三
B
u
k
琶
e
S
t
‥
蚕
t
e
ユ
〇
三
蓋
○
)
も
?
ぃ
ぃ
.
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
伊
東
信
宏
r
バ
ル
ト
一
之
(
中
公
新
書
､
一
九
九

七
年
)
､
二
〇
頁
⊥
ニ
ー
貫
を
参
照
せ
よ
｡

(
3
)
F
ユ
顎
e
S
i
←
も
ぎ
巨
星
ぎ
書
芸
∃
&
ざ
叉
ぎ
き
ミ
ぎ
宮
廷
(
B
O
r
k
e
す
‥
U
n
i
く
e
邑
マ
O
r
C
a
-
i
才
ヨ
i
a
P
誘
S
こ
豊
箪
p
･
声
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(4)He∃賀nA㌔Z骨eコeiKiコCSeinkG呈t訂針aF｡n｡g宅二n‥SebかFerenc}≧骨～邑Q､く鼓琵琶V(Budapest‥P■aコet訝-遷｣)を-N｣.(
5
)
一
九
二
〇
年
代
以
降
コ
ダ
ー
イ
は
屡
々
古
い
教
会
音
楽
の
記
録
と
民
俗
音
楽
の
間
の
密
接
な
関
係
を
主
張
す
る
様
に
な
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
こ
こ
で
言
わ
れ

て
い
る
様
な
十
九
世
紀
末
の
問
題
意
識
の
延
長
線
上
に
あ
る
議
論
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
c
【
不
O
d
巴
¥
ざ
彗
､
註
ミ
か
ミ
(
B
u
d
a
p
e
s
t
‥
N
の
完
ヨ
宗
a
d
ひ
こ
冨
山
)
も
p
.

N
?
ぃ
い
.

(6)SebむF.-青空已Q､v已h軒卓VもpJNござ

(
7
)
天
津
溜
厚
に
よ
る
と
､
こ
の
点
に
関
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
に
認
識
の
ず
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
は
｢
対
等
な
二

国
の
連
合
国
家
｣
が
出
来
た
と
考
え
た
の
に
対
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
届
く
ま
で
も
｢
単
一
不
可
分
な
帝
国
｣
の
中
宣
｢
二
つ
の
対
等
な
部
分
｣
が
出
来
た
に
過

ぎ
な
い
と
理
解
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
大
津
留
厚
ズ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
』
(
山
川
出
版
社
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
三
〇
､
一
九
九
六
年
)
四
三
頁
｡

(
8
)
パ
ム
レ
ー
ニ
･
エ
ル
ヴ
イ
ン
編
r
ハ
ン
ガ
リ
ー
史
】
(
田
代
文
雄
･
鹿
島
正
裕
訳
､
恒
文
社
､
.
一
九
九
〇
年
)
}
八
〇
頁
｡

(
9
)
一
人
六
七
年
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
の
政
治
的
権
限
が
正
式
に
認
め
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
｡
但
し
エ
シ
ュ
ト
ー
ク
に
拠
る
と
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
で

は
そ
れ
以
前
か
ら
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
領
内
の
定
住
を
積
極
的
に
押
し
進
め
る
政
治
的
努
力
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
一
八
九
〇
年
の
終
わ
り
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ

スト教徒の間の結婚も認められる様になった(C【Est岸ゝす§Q喜舟ヨr､§､賢､空や､聖上Budapest‥NeヨZe【iゴ5打賢一kiad才一篭芦pp.〓
チ
〓
ご
｡

(10)R｡言ics官ぎゝ督3議舟ヨr賢覧qL宍幹紅白註§(Budapest‥Osi計不iadか.N重-)ち当.

(
‖
)
R
O
ヨ
i
c
s
-
卓
C
チ
p
.
N
0
0
.

(
1
2
)
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
･
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
｢
増
補

想
像
の
共
阿
体
』
(
白
石
さ
や
･
白
石
隆
訳
､
N
∃
出
版
､
一
九
九
一
年
)
｡
但
し
､
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
自
身
の
ハ
ン

ガ
リ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
(
と
り
わ
け
第
六
章
)
は
本
稿
で
は
直
接
言
及
し
な
か
っ
た
｡
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
､
主
に
ヤ
ー
ス
ィ
や
イ
グ
ノ
ト

ゥ
.
ス

(
子
)

の
様
な
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
社
会
主
義
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
の
書
物
か
ら
非
常
に
多
く
の
事
を
引
用
し
て
い
る
が
､
本
稿
で
は
よ
り
新
し
い
資
料

を
参
照
す
る
事
に
し
た
い
｡

(･13)

パ
ム
レ
ー
ニ
･
エ
ル
ヴ
ィ
ン
編
r
ハ
ン
ガ
リ
ー
史
｣
､
九
四
頁
｡

(
1
4
)
一
八
八
〇
年
の
時
点
で
は
､
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
を
母
語
と
す
る
人
々
が
占
め
る
割
合
は
､
ク
ロ
ア
チ
ア
自
治
領
を
除
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
総
人
口
の
四
五
パ
ー
セ
ン

ト
に
も
満
た
.
な
か
っ
た
｡
そ
の
後
マ
ジ
ャ
ー
ル
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
占
め
る
割
合
は
増
大
し
た
が
､
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
も
そ
れ
は
五
四
･
四
パ
ー
セ

ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
(
C
【
R
O
ヨ
S
i
c
s
〉
や
C
､
､
.
ち
怠
.
)
｡

(
1
5
)
S
腎
O
S
i
.
B
巴
i
き
ざ
ぎ
き
旨
㌧
b
巳
§
篭
r
訂
c
訂
中
計
(
ぎ
d
a
p
e
s
t
‥
C
O
ま
n
a
こ
遥
○
)
ち
ー
u
.

(
1
6
)
世
紀
の
変
わ
り
目
の
時
期
の
代
表
的
な
民
謡
研
究
者
で
､
民
俗
誌
協
会
の
主
幹
で
も
あ
っ
た
ヴ
イ
カ
ー
ル
･
ベ
ー
ラ
は
､
王
国
内
で
の
民
謡
の
分
布
の
仕
方
を
､
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丁度言語の場合と同じように､｢方言｣の区域によって分けている(CニebむF..青§乳Q､くe私家､弓ち当.)｡

(17)S巾bかF..盲N苫乳Q､く已私宅卓Vちーぃゃ(
1
8
)
こ
こ
ま
で
に
述
べ
美
様
な
ブ
ダ
ペ
ス
ト
を
中
心
と
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
発
達
と
は
別
な
動
向
も
あ
っ
た
と
い
う
事
は
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
く
｡
例
え

ば
二
十
世
紀
初
頭
に
は
､
エ
ル
デ
ー
イ
地
方
の
研
究
者
シ
エ
プ
レ
ー
デ
ィ
･
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
の
様
に
､
自
ら
が
育
っ
た
地
方
の
民
俗
音
楽
の
み
を
丹
念
に
調
べ
る

研
究
者
も
地
方
に
於
い
て
現
れ
て
き
て
い
た
(
C
ニ
ぎ
s
i
}
ざ
替
玉
罵
声
b
毛
蟹
3
笥
r
ぎ
訂
申
ぎ
p
p
｣
や
写
)
｡

(
1
9
)
こ
の
採
集
者
と
農
民
達
の
間
に
あ
る
大
き
な
開
き
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
近
代
科
学
の
産
物
が
､
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
っ
た
｡
こ
の
シ
リ
ン
ダ
ー
式
の
録
音

機
器
は
一
人
九
〇
年
代
当
時
ま
だ
か
な
り
高
価
な
機
材
だ
っ
た
が
､
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
一
研
究
に
そ
れ
を
導
入
す
る
事
に
よ
っ
て
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
誰
も
が

参
照
で
き
る
よ
う
な
録
音
資
料
が
デ
ー
タ
と
⊥
て
中
央
･
に
お
い
て
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
｡
ヘ
ル
マ
ン
･
ア
ン
タ
ル
に
拠
れ
ば
､
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
の
導
入
か
ら
一

九
〇
七
年
ま
で
の
約
十
年
間
に
七
〇
〇
ロ
ー
ル
､
三
〇
〇
〇
曲
近
く
が
録
音
さ
れ
た
と
い
う
(
芽
∃
§
n
A
n
阜
.
2
骨
e
コ
e
i
K
i
n
c
s
e
i
n
k
G
呈
t
訂
訂
a
F
O
コ
O
g
竜
一

(-苫｣)}盲N宝乳Q､くeむ課､琶､.ワーNヱ｡

(空MぎFereコC㍉AHOコ≡官cek一一〉盲N箋乳0､勇払註卓Vち一山N.(
2
1
)
短
編
の
後
半
は
､
逃
げ
出
し
た
豚
飼
い
が
酒
に
酔
い
､
イ
ポ
イ
シ
ャ
ー
グ
の
町
で
様
々
な
乱
暴
狼
希
を
す
る
､
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
(
C
【
≧
骨
害
､

Q
､
く
e
も
註
卓
V
も
p
｣
笠
⊥
u
こ
｡
こ
れ
は
実
話
と
言
う
よ
り
は
話
を
面
白
く
す
る
為
の
脚
色
だ
ろ
う
｡
と
は
い
え
､
豚
飼
い
は
乱
暴
者
だ
､
と
い
う
通
念
が
読
者

の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
､
こ
の
よ
う
な
脚
色
も
成
り
立
つ
と
い
う
事
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

(
2
2
)
≧
甘
N
Q
邑
Q
､
く
已
h
課
､
う
ち
-
芦

(窄〓そik阜ゞFeb今ぞikか<空電bO-ごつ苫○)-≧骨q邑Q富む註薫くち一山N.(
空
不
O
d
ぞ
.
弄
Ⅵ
邑
乳
ぎ
鞋
N
(
ぎ
d
a
p
邑
N
O
n
e
ヨ
穿
i
a
d
か
こ
芸
N
)
ち
一
山
.

(
2
5
)
ヴ
イ
カ
ー
ル
が
残
し
た
一
四
九
二
曲
の
録
音
を
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
は
自
分
達
の
手
で
採
譜
し
て
い
る
｡
一
九
二
四
年
に
出
版
さ
れ
た
バ
ル
ト
ー
ク
の
｢
ハ

ン
ガ
.
･
ノ
ー
民
謡
J
で
も
､
ヴ
イ
カ
ー
ル
の
録
音
が
基
本
資
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
(
C
【
B
邑
軍
ゝ
ぎ
弓
首
鼠
已
｣
n
‥
已
き
ち
ー
ご
｡

(
空
き
ミ
註
b
賢
訂
岩
ミ
(
以
下
.
匂
ゎ
き
と
す
る
)
(
缶
u
d
a
p
e
s
t
‥
E
d
i
t
i
O
M
u
s
i
c
a
B
u
旨
p
邑
こ
遥
○
)
-
乱
i
t
e
d
b
y
D
O
已
R
夏
s
N
ち
一
山
.

(27)Sebか-青空乳Q､さ獣試jjpp.当･い甲(
讐
｢
イ
ポ
イ
シ
ャ
ー
グ
で
は
ソ
コ
イ
･
.
ア
ラ
ヨ
シ
ュ
男
爵
が
大
変
な
犠
牲
精
神
に
よ
っ
て
収
集
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
｡
豚
飼
い
の
角
笛
や
バ
グ
パ
イ
プ
の
コ
ン

テ
ス
ト
を
我
々
の
為
に
企
画
し
て
く
れ
た
‥ ‥
｡
午
後
の
短
い
時
間
の
間
に
ナ
ジ
メ
ジ
ェ
ル
の
も
の
よ
り
も
遠
か
に
面
白
い
獲
物
を
得
る
事
が
出
来
た
の

は
､
全
く
も
っ
て
彼
の
骨
折
り
の
お
か
げ
で
あ
る
｡
｣
C
〓
ど
亘
㌔
A
H
点
S
Z
e
r
e
S
N
e
n
巾
F
｡
】
k
-
旦
a
M
a
習
3
a
倉
｡
コ
.
.
(
-
害
)
も
う
箪
家
ぎ
訂
邑
文
以
下
監
旨

と
す
る
)
(
ぎ
d
a
p
邑
‥
E
d
i
き
M
u
s
i
c
a
∞
u
d
a
p
e
～
二
遥
芦
｡
d
i
t
e
d
b
y
ざ
⊇
L
a
ヨ
p
e
ユ
ち
u
N
一
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3130 29
) ) )

(32)(33)(34)(35)(36)(37)

F
ユ
窄
e
S
こ
･
も
～
訂
b
弓
､
賢
§
軋
2
…
･
阜
､
訂
･
訂
き
学
ぎ
首
虐
盲
-
u
N
.

旨
r
已
和
恵
訂
卜
望
賢
二
B
u
d
蔓
邑
‥
紆
コ
e
ヨ
穿
i
a
d
か
こ
3
芦
e
d
i
t
e
d
b
y
J
賢
O
S
D
e
ヨ
m
コ
y
｣
以
下
卜
望
各
､
と
す
る
)
p
｣
会
.

一
九
二
八
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
で
も
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
採
集
旅
行
を
｢
自
分
の
人
生
の
最
も
幸
せ
な
日
々
｣
と
懐
か
し
み
つ
つ
､
自
分
達
の
意
図
を
農
民

達
が
な
か
な
か
信
用
し
て
く
れ
な
か
っ
た
事
を
彼
は
認
め
て
い
る
｡
自
分
達
｢
よ
そ
か
ら
来
た
紳
士
連
｣
(
夏
乙
e
g
e
n
弓
乾
.
)
と
農
民
達
と
の
間
に
あ
っ
た
大
き
な

社
会
階
層
の
違
い
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
か
ら
後
者
が
受
け
続
け
て
き
た
圧
迫
､
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
と
い
う
｢
化
け
物
｣
の
も
た
ら
し
た
効
果
等
を
彼
は
そ
の
原
因
と

して言及している(C【B邑声望a窄arZ召､Nene訂葺Neコe一}(-やN軍曹､､詮無訂㌻らミ(以下堅とする)(Budap邑‥Neneヨukiadかこ霊夢

邑
t
O
d
b
y
→
i
b
O
r
ざ
≡
ぎ
p
｣
]
P
)
｡

B
a
ユ
芦
【
ゞ
M
a
窄
胃
P
a
家
計
e
n
e
.
.
(
-
叢
○
)
一
監
き
言
p
.
-
念
⊥
翠

B邑軍;AMa窄arPP家臣eコe}}(-やNO)}邑ち一声Ba已k㌔AMa窄arPaコ尻吐汀ene3(-やNO)一瞥もp.-金⊥芦

民
俗
音
楽
学
者
の
シ
ュ
ベ
ー
･
フ
エ
レ
ン
ツ
も
､
民
謡
の
美
的
な
価
値
を
問
題
に
し
た
点
に
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
研
究
の
画
期
的
な
新
し
さ
が
あ
っ
た

と指摘している(C【Se声音箋乳Q､一岳奈留貰亘】ご｡B
邑
厨
.
.
A
M
a
g
y
a
r
P
P
家
臣
e
n
e
.
.
(
-
浩
○
)
-
蜃
ざ
p
｣
怠
.

例
え
ば
一
九
三
五
年
の
ラ
ジ
オ
講
演
で
､
他
の
採
集
者
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
か
ら
民
謡
を
採
集
し
た
事
に
つ
い
て
バ
ル
ト
ー
ク
は
不
満
を
述
べ
て
い
る
｡
農
民
か

ら
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
民
謡
を
採
集
す
る
事
は
､
確
か
に
作
曲
家
で
あ
る
バ
ル
ト
ー
ク
達
に
と
っ
て
は
重
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
｡
し
か
し
逆
に
彼
の
コ
メ
ン
ト

は
､
彼
ら
の
主
張
が
民
謡
研
究
者
の
間
で
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
も
我
々
に
敢
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る

(
C
【
ウ
邑
岸
三
M
i
賢
訂
H
O
g
y
a
n

G
y
丘
昏
落
首
N
e
邑
→
-
(
-
遅
ざ
買
ざ
p
･
N
声
)
｡

で
d
昔
㌔
M
a
g
y
胃
N
召
､
巨
O
k
‥
E
l
評
2
q
.
(
-
苫
亭
冒
旨
已
註
ミ
卦
ミ
ち
芦

C
=
き
訃
音
.
〓
-
ニ
ー
N
-
写
d
-
N
u
.

一
九
二
〇
年
の
革
命
評
議
会
政
府
の
瓦
解
の
直
後
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
亡
命
す
る
に
あ
た
っ
て
バ
ラ
ー
ジ
ユ
･
ベ
ー
フ
は
日
記
に
以
下
の
よ

う
に
書
き
留
め
て
い
る
｡
｢
自
分
は
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
で
は
な
い
｡
人
種
の
本
能
と
い
う
も
の
が
自
分
の
中
で
何
か
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
｡
そ
れ
で
も
私

は
彼
ら
と
共
に
魂
の
彷
彼
の
旅
に
出
て
､
彼
ら
に
対
し
て
心
の
底
か
ら
愛
着
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
｡
彼
ら
の
言
葉
や
服
や
､
習
慣
を
自
分
の
も
の
に
し
た
し
､

そ
れ
ら
を
私
は
と
て
も
愛
し
て
い
た
｡
｣
(
C
【
B
a
】
払
出
.
盲
苫
⊆
≡
妄
S
(
B
u
d
a
p
e
s
t
‖
M
a
讐
e
声
-
諾
ぃ
)
ち
岩
戸
)
勿
論
こ
れ
は
亡
命
と
い
う
極
端
な
状
況
に
お

い
て
､
自
分
だ
け
の
為
に
書
い
た
文
章
な
の
で
､
彼
が
実
情
を
や
や
歪
め
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
､
バ
ラ
ー
ジ
ュ
の
場
合
は
マ
ジ

ャ
ー
ル
人
へ
の
同
化
は
､
や
は
り
か
な
り
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
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(
4
1
)
(
二
十
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
〉
の
序
文
で
コ
ダ
ー
イ
は
｢
(
リ
ト
ウ
カ
･
プ
ト
ザ
)
(
イ
チ
ョ
ー
カ
･
ピ
チ
ョ
ー
カ
)
と
は
違
う
種
類
の
｢
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
｣

も
世
の
中
に
は
あ
る
と
い
う
事
｣
を
人
々
に
知
ら
し
め
る
事
を
目
標
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
｡
言
及
さ
れ
て
い
る
二
曲
は
､
い
ず
れ
も
当
時
流
行
し
て
い
た
マ

ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
だ
が
､
そ
れ
が
｢
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
｣
と
し
て
当
時
流
通
し
て
い
た
事
を
こ
の
箇
所
は
我
々
に
敢
え
て
く
れ
る
(
C
【
K
O
d
苫
-
弄
旨
已
乳
ぎ
か
ミ
一

p
J
O
)
｡
ま
た
､
バ
ル
ト
ー
ク
達
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
を
決
し
て
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
と
は
呼
ば
な
い
の
に
対
し
､
同
時
代
の
チ
ャ
ー
ト
･
ゲ
ー
ザ
の
批
評
で

は
､
そ
れ
ら
が
同
義
語
の
様
に
か
わ
る
が
わ
る
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
｡

(
聖
二
十
世
紀
初
頭
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
ヤ
ー
ス
ィ
･
オ
ス
カ
ー
ル
等
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
知
識
人
を
中
心
に
､
社
会
主
義
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
勢
力
が
台
頭
し
て
い
た
｡

そ
の
運
動
の
中
で
従
来
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
中
心
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
性
の
あ
り
方
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
(
C
【
R
O
ヨ
S
i
c
s
一
や
C
､
､
も
p
.
景
･
ヨ
.
及
び
太

田
峰
夫
､
上
掲
論
文
､
四
四
-
四
六
貫
)
｡
マ
ジ
ャ
ー
ル
系
の
知
識
人
の
中
で
ア
デ
ィ
が
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
支
持
し
て
い
た
事
は
良
く
知
ら
れ
て
い
.
る
が
､

バ
ル
ト
ー
ク
虻
ア
デ
ィ
の
作
品
や
様
々
な
友
人
関
係
(
例
え
ば
ア
デ
ィ
の
詩
を
も
と
に
歌
曲
を
作
曲
し
た
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
･
ベ
ー
ラ
)
の
影
響
で
､
そ
れ
に
近
い

立
場
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
C
【
B
岩
u
O
こ
.
≠
k
紆
語
t
i
B
邑
考
.
も
呈
染
野
き
良
三
暫
臣
p
e
s
t
‥
M
a
g
v
邑
二
3
空
p
p
.
霊
丁
-
声
)
｡
但

し
､
実
際
に
政
治
問
題
に
関
し
て
屡
々
発
言
し
た
ア
デ
ィ
に
比
べ
る
と
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
の
政
治
に
そ
れ
程
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
様
に
も
見
え
る
｡
そ
れ
が
こ
こ
で
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
｢
に
近
い
｣
立
場
と
し
た
理
由
で
あ
る
｡
な
お
､
バ
ル
ト
ー
ク
も
生
産
に
一
度
だ
け
ヤ
ー
ス
ィ
に
会
っ

て
い
る
が
､
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
晩
年
の
､
一
九
四
〇
年
代
の
事
に
過
ぎ
な
い

(
C
【
ト
望
各
言
.
a
竺
｡

(43)Cs挙Gm眉.虔N音da-窄書0ヨかny..(-苫芦ゝ寿ぎゝ野内訂r号層udape賢Ma讐e声N茎○)≒N声(
讐
｢
農
耕
民
(
･
宮
家
Z
t
ふ
ヨ
b
巾
○
｡
民
(
㌔
ヨ
b
O
ヽ
)
と
い
う
点
を
私
は
強
調
し
ょ
う
｡
彼
ら
か
ら
我
々
を
分
か
つ
も
の
で
は
な
く
､
彼
ら
と
我
々
に
共
通
の
も
の
を
ご

C
【
K
已
巴
y
∵
2
官
営
n
O
.
.
(
-
汚
さ
房
鴇
Q
有
村
､
ミ
卦
ミ
ー
ワ
い
ー
･

(
讐
｢
(
民
謡
は
)
良
い
も
の
の
う
ち
か
ら
選
び
取
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
､
何
ら
か
の
編
曲
に
よ
っ
て
公
衆
の
趣
味
に
近
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
を
野
原
か
ら
都
市
へ
と
持
っ
て
く
る
の
な
ら
ば
､
や
は
り
服
が
必
要
な
の
だ
｡
｣
C
〓
弄
§
旨
ぎ
註
皐
ち
≠

(
空
例
え
ば
一
九
三
〇
年
代
の
r
日
の
出
二
･
吉
p
k
e
-
e
t
J
誌
掲
載
の
短
編
小
説
に
関
す
る
彼
の
感
想
の
覚
え
書
き
を
参
照
せ
よ
｡
｢
二
篇
の
破
壊
的
な
短
編
小
説
が

農
民
達
を
戯
画
化
し
て
い
る
｡
私
は
我
慢
出
来
な
い
｡
そ
れ
ら
は
不
愉
快
な
も
の
と
し
て
農
民
達
を
措
い
て
お
り
､
彼
ら
を
親
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
代
わ

･
り
に
遠
ざ
け
て
し
ま
う
｡
‥
･
｣
寧
ろ
中
産
階
級
こ
そ
民
衆
(
.
ゴ
号
.
)
か
ら
言
葉
や
音
楽
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
覚
え
書
き
の
後
半
で
は
展
開

さ
れ
て
い
る
(
C
【
天
♭
d
払
言
ゎ
許
賢
､
.
更
訂
ヨ
針
鼠
恕
莞
詩
烏
u
d
a
p
e
s
t
‥
S
z
官
3
巨
ヨ
i
雷
n
3
k
i
a
d
か
こ
蓋
芦
p
｣
ヱ
｡

(
4
7
)
民
俗
音
楽
で
使
わ
れ
る
楽
器
を
扱
っ
た
一
九
一
一
年
の
論
文
で
も
､
ど
の
楽
器
を
扱
う
か
を
決
め
る
際
に
は
､
｢
農
民
の
手
で
｣
(
;
p
p
家
臣
e
邑
墨
J
作
ら
れ
た

楽
器
な
の
か
､
と
い
う
点
と
｢
農
耕
民
｣
(
;
p
P
戻
旨
ヨ
b
O
r
J
が
｢
正
真
正
銘
の
農
民
風
｣
(
ざ
ー
筐
p
a
戻
旨
s
乳
)
に
演
奏
す
る
や
そ
れ
と
も
｢
紳
士
風
(
訳

注
･
紳
士
と
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
を
指
す
)
｣
(
㌔
戻
邑
･
)
な
も
の
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
か
と
い
う
点
が
判
断
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
｡
派
生
語
が
こ
こ
で
数
多
く
用
い
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ら
れ
て
い
る
事
が
示
す
よ
う
に
､
ぜ
変
じ
u
一
と
い
う
単
語
は
バ
ル
ト
ー
ク
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
言
葉
だ
っ
た
一
の
だ
(
C
…
a
ユ
声
ゞ

コ
a
n
g
s
N
e
-
e
∽
N
e
コ
e
F
O
-
k
-
含
a
富
a
等
a
r
O
a
臥
g
O
コ
.
u
(
室
】
)
盲
畏
ご
妄
買

(
讐
一
九
三
一
年
に
バ
ル
ト
ー
ク
は
民
俗
音
楽
を
｢
民
俗
風
の
蛮
術
音
楽
､
別
名
都
市
の
民
俗
音
楽
｣
と
｢
村
の
民
俗
音
楽
､
別
名
農
民
音
楽
｣
に
分
け
､
自
分
達

の
興
味
の
対
象
は
後
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
な
お
彼
に
拠
れ
ば
､
前
者
が
マ
ジ
ャ
ー
ル
･
ノ
ー
タ
で
あ
る
と
い
う
(
C
;
a
邑
k
㍉
N
晋
N
e
n
e
H
a
昏
a
a
M
a
i

M
許
e
コ
写
さ
軍
)
〉
篭
ざ
p
｣
声
)
｡
な
お
｢
農
民
音
楽
｣
(
;
p
P
言
語
e
コ
e
.
〕
)
と
い
う
単
語
は
既
に
一
九
一
七
年
の
ア
ラ
ブ
音
楽
に
関
す
る
論
文
で
も
使
わ
れ
て

いる(C【Ba良房..AB.isk苧Vid賢ArabOkZ召､Nen骨3(-竺コ)}馳b罫p.∞ご｡

(
聖
こ
買
ぎ
p
.
芦
興
味
深
い
事
に
バ
ル
ト
ー
ク
は
一
九
三
二
牛
の
講
演
で
も
こ
れ
と
殆
ど
全
く
同
じ
定
義
を
し
て
い
る
(
C
;
a
邑
k
㌔
A
N
官
N
e
コ
e
H
a
許
a
M
a
i

M
か
N
e
コ
3
､
3
(
】
豊
ニ
ー
監
軍
事
-
声
)
｡

(50)C〓ハ｡d巴モ.AMagyarN骨害..-弄蔓註ミ竪ち刃〇･(
5
1
)
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
全
体
的
な
議
論
の
傾
向
を
問
題
に
し
て
い
克
と
い
う
事
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
｡
実
際
に
は
､
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
旋
律
を
農
民

が
い
か
に
変
形
す
る
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
､
コ
ダ
ー
イ
も
決
し
て
論
じ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
エ
ル
ケ
ル
の
オ
ペ
ラ
の
旋
律
が
ど
の
様
に
農
村

に
波
及
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
た
講
演
が
コ
ダ
ー
イ
に
は
あ
る
(
C
【
天
訂
d
革
;
E
r
k
e
-
訂
a
N
骨
e
n
e
三
や
心
こ
.
ざ
§
､
註
ミ
恥
S
も
p
.
芋
芦
)
｡
た
だ
そ
こ
に

お
い
て
も
､
外
か
ら
(
蛮
術
音
楽
や
他
の
民
族
の
民
俗
音
楽
か
ら
)
も
た
ら
さ
れ
た
旋
律
は
全
体
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
を
､
彼
は
忘
れ
ず
に
強
調
し

て
い
る
(
萱
A
ち
芦
)
｡

(
5
2
)
監
き
ち
一
軍

(警Es-号音ぜトぎ§責舟ぎぎ符妄や､芸(匿apest‥Ze昌t〓賢穿苫-adひこ選)ちー｣㌢(
5
4
)
監
き
ゞ
こ
さ

(
5
5
)
e
g
.
由
b
き
ち
ー
か
.

(
"
ご
b
b
賢
ち
】
0
0
.

(
5
7
)
ト
望
思
､
ち
一
宏
.

(
粥
)
農
民
達
が
自
分
達
の
歌
う
音
楽
を
ど
う
呼
び
､
ど
の
よ
う
に
生
活
の
中
に
位
置
付
け
､
分
節
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
バ
ル
ト
ー
ク
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら

注
意
を
払
っ
て
い
た
｡
そ
の
点
で
バ
ル
ト
ー
ク
は
一
種
の
文
化
相
対
主
義
な
立
場
を
取
っ
て
い
美
と
い
う
事
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
｡
例
え
ば
一
九
一
二
年

の
手
紙
の
一
つ
で
彼
は
､
あ
る
村
で
原
始
的
な
オ
ー
ボ
エ
が
バ
グ
パ
イ
プ
と
同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
事
､
前
者
の
楽
器
を
吹
く
の
が
民
間
療
法
の
医
者
で
､

そ
の
楽
器
で
の
演
奏
が
医
者
の
執
り
行
う
儀
式
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
事
等
を
報
告
し
て
い
る
(
C
2
q
扁
ぎ
p
｣
芦
)
｡
な
お
一
九
三
〇
年
代
の
講
演
に
お

い
て
も
､
あ
る
旋
律
が
実
際
の
村
落
の
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
｢
役
割
｣
を
担
っ
て
い
る
か
を
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
(
C
【
謬
象
k
u
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糾 63 62
) )

ヽヽ_■′

;
M
i
℡
ご
訝
H
O
的
y
a
コ
G
y
ど
巨
象
N
音
z
e
n
箋
.
.
(
-
豊
山
)
も
冬
ご
こ
翠
)
｡

ト
か
亮
ぎ
p
｣
会
.

こ
の
段
落
で
の
議
論
に
関
連
し
て
､
(
二
十
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
謡
)
を
出
版
す
る
際
に
､
バ
ル
ト
ー
ク
と
コ
ダ
ー
イ
の
間
で
生
じ
た
論
争
に
つ
い
て
こ
こ
で
触

れ
て
お
き
た
い
｡
コ
ダ
ー
イ
の
回
想
に
拠
れ
ば
､
そ
れ
は
バ
ル
ト
ー
ク
が
編
曲
し
た
民
謡
(
;
U
c
c
a
壱
C
C
a
…
.
ど
い
う
歌
詞
か
ら
始
ま
る
も
の
)
の
オ
ー
セ
ン
テ

ィ
シ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
っ
た
｡
ヴ
イ
カ
ー
ル
が
録
音
し
た
こ
の
民
謡
を
コ
ダ
ー
イ
は
｢
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
ど
の
民
謡
の
タ
イ
プ
か
ら
も
逸
脱
し

て
い
る
｣
.
と
い
う
理
由
で
曲
集
か
ら
除
外
し
ょ
う
と
し
た
｡
と
こ
ろ
が
バ
ル
ト
ー
ク
は
そ
の
風
変
わ
り
な
形
式
が
ま
さ
に
｢
特
殊
な
も
の
｣
だ
か
ら
こ
そ
残
そ

う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
数
年
後
に
な
っ
て
こ
の
曲
が
十
九
世
紀
の
流
行
歌
に
起
源
を
持
つ
事
が
判
明
し
た
た
め
､
後
の
版
に
な
っ
て
こ
の
曲
は
曲
集
か

ら
除
外
さ
れ
て
い
る
(
C
【
欠
首
d
昔
㍉
S
z
e
n
t
i
∃
章
墨
壷
裟
奏
i
g
.
.
(
-
澄
u
)
弄
Ⅵ
N
已
乳
ぎ
恥
S
ち
一
箪
)
｡
な
お
バ
ル
ト
ー
ク
の
民
謡
編
曲
の
原
曲
に
つ
い
て
調
べ
た

ラ
ン
ベ
ル
ト
に
拠
れ
ば
､
典
型
的
な
ス
.
タ
イ
ル
の
民
謡
を
好
ん
だ
コ
ダ
ー
イ
に
対
し
､
バ
ル
ト
ー
ク
は
特
異
な
様
式
的
特
徴
を
持
つ
民
謡
を
編
曲
す
る
事
を
一

般
に
好
ん
だ
と
い
う
(
C
【
L
a
ヨ
p
e
ユ
∵
.
野
邑
k
}
s
C
h
O
i
c
e
O
r
ゴ
O
m
O
冒
F
O
】
訂
O
n
g
A
ヨ
n
g
彗
星
‥
S
O
ヨ
O
L
O
S
S
O
コ
S
O
f
t
h
巾
F
O
-
k
･
M
u
s
i
c
S
O
u
岩
e
S
O
r
B
a
邑
k
.
s

書rks.}-哲∈軋訂象邑cQ古叫､c白VO-.N三】透い).pp.会-ム声)｡こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
､
民
謡
に
は
ど
の
様
な
和
声
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
一
九
三
一
年
の
講
演
で
の
彼
の

主
張
で
あ
る
｡
｢
旋
律
が
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
だ
け
風
変
わ
り
な
和
声
や
伴
奏
を
つ
け
る
事
が
出
来
る
｡
｣
彼
に
と
っ
て
民
謡
の
持
つ
プ
リ

ミ
テ
ィ
ヴ
な
様
式
的
特
徴
は
､
作
曲
家
に
よ
り
多
く
の
自
由
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
C
〔
B
a
邑
k
㍉
A
N
官
N
e
コ
e
H
a
昏
a
a
M
a
i
M
亡
Z
e
コ
訂
.
.
も
b
ざ
p
.

-畠.)｡C
〓
挙
ざ
p
J
〇
.

C
【
K
O
d
巴
y
ゝ
計
算
三
愛
ぎ
乱
邑
こ
ど
乳
首
p
.
N
-
♪

コ
ダ
ー
イ
が
一
九
二
五
年
の
｢
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
民
俗
音
楽
｣
と
い
う
論
文
で
民
謡
は
｢
階
級
蛮
術
｣
で
は
な
い
､
と
主
張
し
て
い
る
事
は
こ
の
節
の
前
半
で
見

た
バ
ル
ト
ー
ク
の
主
張
と
の
対
比
に
お
い
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
(
C
【
弄
旨
已
註
3
､
む
ミ
ち
ぢ
)
｡
む
し
ろ
コ
ダ
ー
イ
は
､
民
族
全
体
の
､
共
有
の
音
楽
で

あ
っ
た
と
い
う
点
の
方
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
｡
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