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万
葉
集
に
お
け
る

「長
歌

+
短
歌
」
の
様
式

i

そ
の
芸
能
史
的
側
面

に
関
す
る
覚
え
書
き
i

本

田

義

寿

(

一
)

万
葉
集
に
お
い
て
、
長
歌
と
短
歌

と
が

、
組

に
な

っ
て
完
成
す
る
様
式

の
あ

っ

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合

の
短
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
頭
階

に

「
反
歌
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
様
式
を
総
称
し
て
反
歌
様
式
と
い
う
こ
と

も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
。
反
歌
と

い
う
名
称
が
中
国
文
学
の
反
辞

に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
短
歌
が
長
歌
に
対
応
す
る
形
式

の
も

の
で
あ
る
こ
と
も
夙
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

っ
て
そ
れ

に
つ
い
て
は
い
ま
と
り
あ
げ
て
言
う
べ
き
問

題
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
そ

の
様
式
の
中
で
、
巻

一
・
巻

二
に
お
い
て
の

み
数
例
が
頭
書
に

「
短
歌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、

「
い
つ
れ
に
て
も
よ
し
」

(
講
義
)
と
し
た
り
、

「時
に
よ
り
反
歌
と
も

ω

 短
歌
と
も
書
い
た
も
の
と
は
思
は
れ
る
」

(注
釈
)
と

い
う
の
が
通
説
と
な

っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
巻

一
・
巻

二
に
お
い
て
の
み

「
時
に
よ

り
反
歌
と
も
短
歌
と
も
書
い
た
」
と
β
わ
れ
る
よ
う
な
記
し
方
が
あ

っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
明
確
で
な
い
。
い
わ
ぽ
そ
の

「
時
」
が
は

っ
き

り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
頭
護
に

「
短
歌
」
と
あ
る
様
式
の
問
題
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
占
井
巖
氏
は
、

「
反
歌
様
式
は
長
短
二
形
式
を

(詠
唱
時
の
効
果
を
も
含

め
て
)

封
鷹
さ
せ
た
表
現
形
式
で
あ
る
の
み
で
あ
り
、
反
僻

の
説
明
か
ら
は
み
で

る
所
が
あ

つ
て
も
誤
り
と
す
べ
ぎ
で
は
な

い
と
思
ふ
」
と
い
う
疏
場
か
ら
の
秀
れ

た
論
証
を
亦
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
文
体
論
の
立
場
か
ら

「
反
歌
と
し
て
の
短
歌

の
成
立
過
程
」
を
論
じ
ら
れ
た
森
重
敏
氏
の
、歌
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
謡
う
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
い
う
場
に
お
い
て
具
体
的
に
長
歌
が
成
立
し
、
か
つ
片

歌
な
ど
を
契
機
と
し
て
短
歌
が
胎
生
し
胎
動
し
た
と
さ
れ
た
論
証
も
、
秀
れ
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。
小
稿
は
そ
れ
ら
の
先
学
の
業
績
を
参
看
し
つ
つ
、「
長
歌
+
短

歌
」
の
様
式

の
、
特

に
頭
書
に

「
短
歌
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
「時
」
、

い
わ
ぽ
そ
の
様
式
と
場
と
の
か
か
わ
り
を
、
芸
能
史
的
側
面
か
ら
少
し
考
え
て
み

た
い
と
思

っ
た
、
そ
の
覚
え
潜
き
な
の
で
あ
る
。

(
二
)

㎝

「
長
歌

+
短

歌

」

の
様

式

の
う

ち

、

次

の
と

お

り

で
あ

る

。

1つ
臼345

頭
書
に

「
無
歌
」
と
あ
る
も
の
の
題
詞
は

軽
皇

チ
宿
予
安
騎
野
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

(
1

・
四
五
、
短
歌
四
六
～
四
九
)

藤
原
宮
御
井
歌

(
1

・
五

二
、
短
歌
五
一、一)

(
左
注
、
右

歌
作
者
未
詳
)

明
日
香
皇
女
木

殖

濱
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

一
首
井
短
歌

(
11

・
一
九
六
、

短
歌

一
九
七
、

一
九

八
)

高
市
皇

f
尊
城

上
殖
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

∵
目
井
短
歌

へ
π

・
」
九
九
、

短
歌
二
〇
〇
、

二
〇

一
)

ω

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
妻
死
之
後
泣
血
哀
働
作
歌

r
鮮

短
歌

(
H

∴

/
∪
七
、
短
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歌

二
〇

八

、

二
〇

九

)

回

(
長

歌

二

一
〇

、

い短
歌

.
一
。

.
、

.
一
一
二

)

的

或

本

歌

日
[
(
一
一
一
.、一、

ポ規
歌

一
一
一
㎜
口～

.
一
一
山ハ
)

占

備

津
采

女
死

時

柿

本

朝

臣

人

麻

呂

作

歌

、
首

井

短
歌

(
H

・
.
.
.
ヒ

、

短

歌

二

一

八
、

二

一
九

)

霊
亀

元
年

歳

次

乙
卯

秋

九

月

志

瞥
親

王
擁

時
作

歌

∵

目
井

短

歌

へ
"

・
二
.二
〇

、
短

歌

二

..二

、

二

一、一二

)

へ左

注

、

右

歌

笠

朝

臣

金
村

歌

集

出

)

と

あ

る

の
が

そ

れ

で

あ

る
。

こ
れ

だ

け

を
見

て
も

い
く

つ
か

の
特

徴

が

認

め
ら

れ

る

。

O

す

べ

て

の
例

が

、

あ

る

い

は
勅

撰

集

で
も

あ

ろ

う

か

と

い
わ

れ

る

巻

一

・
巻

二

に
あ

っ
て

、
巻

三

以

ド

に

は
認

め

ら

れ
な

い
。

⇔

巻

一
の

二
題

は
雑

歌

で

あ

り
、

そ

の
両

者

と

も

原

巻

一
と
も

み

え

る

部

分

(以
下
原
巻

一
と

い
う
)

に
あ

っ
て

、

し

か
も

コ
藤

原

宮

御

井

歌

,

は

そ

の
原

巻

晶
の
巻

未

に
あ

た

る

。

⇔

巻

二

の
例

は

す

べ

て

挽

歌

で
あ

り
、

、
志

貴

親

E
箆

時

L

の
歌

は
巻

二

の
巻

末

に
あ

る
。

㈲

巻

一

・
巻

二

を
通

し

て
、

し

題

瓦

例

の

う
ち

五

題

し

例

が

柿

本

人

麻

呂

の
作

歌

で
あ

る
。

㈹

人

麻

呂

の
作

歌

以

外

の

二

題

の
う

ち

、

「
藤

原
宮

御

井

歌

」

に

は

「
作

者

未

詳

」

の
左

注

が

あ

り
、

「
志

貴

親

E
箆

時

-

の
歌

に

は

「
笠

朝

臣

金

村

歌

集

出

・
の
左

注

が

あ

っ
て
出

所

は

明

ら

か
で

は
あ

る

も

の

の
、

と

も

に
作

者

を
明

示

し

て

い
な

い
と

も

い

え

る
。

の

相

聞

の
部

立

の
中

に

は

一
例

も

残

さ

れ

て

い
な

い
。

な

ど

が

そ

れ

で
あ

る
。

そ

こ

で
巻

一

・
巻

二

に
お

い
て

長

歌

の
関
係

す

る
も

の
を

み

る

と

、

巻

一
に

は
長

歌

十

六
首

、

そ

の
内

、

反

歌

と

あ

る

も

の
八

例

(
原
巻

。

に
六
例

)

、

短

歌

と
あ

る
も

の

は
右

の

二
例

、
他

は
長

歌

だ

け

で
あ

り
、

巻

二

に

は
長

歌

卜

九

首

、
そ

の
内

、
反

歌

と

あ

る
も

の

八
例

へ相
聞

に
三
例

)
、
短

歌

と

あ

る

も
の
は
冶
の
七
例
、
他
は
長
歌
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
数
か
ら
だ
け
み
れ
ぽ

「
時
に

よ
り
反
歌
と
も
短
歌
と
も
書

い
た
も
の
」
と
し
て
、
反
歌
と
短
歌
と
を
同
じ
に
考

え
て
よ

い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
占
代
歌
謡
の
中
に
は
反
歌
の
よ
う
な
も
の

が
既
に
あ
り
、
澤
潟
久
孝
博
士
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

「反
歌
そ
の
も
の
は
、
単

に
漢
詩
の
影
響
で
な
く
て
、
我
が
歌
謡

の
発
達

に
伴

っ
て
自
然
に
生
れ
て
來
た
も

の
と

い
ふ
事
が
出
來
る
」

(注
釈
、
1

・
四
)
と
み
る
な
ら
ぽ
、
そ
の

「
時
」
は
古

代
歌
謡
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
頭
書

の
反
歌
と
短
歌
と
は
あ
る
程
度
意
識
的
に
使
い
分
け

ら
れ
、
特
に
頭
爵

に
短
歌
と
あ
る
も
の
は
、
あ
る
い
は
占
代
歌
謡
に
か
か
わ
る
伝

承
の
論
理
を
、
発
展
的

に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
と
み
え
る
の

で
あ
る
。

⑳

「藤
原
宮
御
非
歌
」
は
、
頭
書
に

「
短
歌
」
と
あ
る
例
の
中
の
唯

一
の
作
者
未

詳

の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
八
例
中
七
例
ま
で
が
挽
歌
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ

く
巻

一
に
あ
る
人
麻
呂
の
作
歌
も
、
部
立
と
し
て
は
雑
歌
で
あ
る
が
、
懐
旧
の
歌

と
し
て
挽
歌
的
発
想

に
近
い
も
の
と
も
み
え
、

こ
の

「藤
.原
宮
御
井
歌
」
だ
け
が

直
接
的
な
讃
歌
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
注
H
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「藤
原
宮
御
井
歌
」
が
、

「藤
原
宮
役
民
作
歌
」

(1

・
五
〇
)
、

「従

明
日
香
宮
遷
居
藤
原
宮
之
後
志
貴
皇
子
御
作
歌
」

(1
・
五
一
)

と
と
も
に
、
藤

原
宮
讃
歌
群
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
ら
が
志
貴
皇

子
に
か
か
わ
り
つ
つ
、

一
連

の
舞
唱
組
曲
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
ま
た
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「藤
原
宮
役
民
作
歌
」
と
力
強
い
男
性
群
舞
、

そ
し
て
こ
の
讃
歌
舞
唱
群
の
中
心
人
物

(甥
琴

巨
⑦)
と
も
み
え
る
志
貴
皇
子
の

歌
の
詠
唱
と
独
舞
、
そ
の
後
に
万
葉
集
の
長
歌
の
中
で
、
形
式
美
と
い
う
点
に
お

い
て
は
第

一
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る

「
藤
原
宮
御
非
歌
」
と
、
そ
の
整
斉
さ

れ
た
梅
麗
な
女
性
群
舞
が
続
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後

に
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ヘ

ヘ

へ

藤
原
の
大
宮
仕

へ
安
礼
衝
や
処
女
が
と
も

は
羨
し
き
う
か
も

(1
・
五
三
)

が
あ
り
、
そ
れ
が
頭
書
を

「短
歌
」
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「安

「
礼
衝
」
の
訓
釈
に
は
ま
だ
問
題
が
残
る

に
し
て
も
、
卜
橋
寛
博
上
の
言
わ
れ
る
よ

の

う
に
、「
神
秘
的
な
力
に
満
ち
た
神
聖
な
状
態
で
、神
や
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
ど
」
で

あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
が
原
意
と
し
て
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
ぎ

り
、
こ
の
短
歌
も
ま
た
そ
の
こ
と
の
象
徴
的
な
行
為

に
か
か
わ
る
舞
唱
曲
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
五
七
五
七
七
の
律
動

(菊
ξ
9
ヨ
)
は
、

長
歌
が
前
半

の
五
七
の
律
動
か
ら
、
後
半

、御
井
の
清
水
L
の
主
題
に
入

っ
て
、

五
六
の
律
動
に
変
調
し
て
終
結
す
る
華
麗
な
女
性
群
舞

の
舞
唱
の
そ
れ
と
対
応
し

て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
五
六
の
律
動
が
長
歌
の
奔
流
的
な
形
式
性

に
か
か
わ

の

り
、

「文
騰
上
の
直
観
的
意
慾
的
な
昂
進
性
に
適
鷹
す
勧
」
と
森
重
氏
の
言
わ
れ

る
律
動
で
あ
る
こ
と
も
、
群
舞

の
華
麗
さ
を
い
よ
い
よ
盛
り
あ
げ
た
に
ち
が

い
な

い
。
そ
の
昂
進
を
聞
き
な
れ
た
五
七
調

の
律
動
に
も
ど
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
盛
り

あ
が

っ
た
讃
頒
の
情
感
を
静
か
に
深
め
、
定
着
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
観
る
場
所
の

人
々
に
安
定
感
を
与
え
る
効
果
を
も
含

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
が
頭
書

を

「
反
歌
」
と
せ
ず
、

「短
歌
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
こ
う

い

う
舞
唱
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い

の

で

あ

り
、

「
反
歌
」
と

「短
歌
」
の
意
識
的
な
使

い
分
け
て
も

ま
た
こ
う
い
っ
た
舞
唱
と
の
か
か
わ
り
に

あ

っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

「藤
原
宮
御
井
歌
」
が
古
代
の
国
讃

め
に
か
か
わ
る
呪
能
的
な
舞
唱
の
痕
跡
を

と
ど
め
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し

か
し
、
林
屋
辰
三
郎
博
士
が
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
族
制
社
会

に
お
け
る
宗
教
的
儀
礼
と
し
て
の
「
呪
能
」
の
段
階

か
ら
、
演
技
者
と
観
衆

の
分
離
し
た

「芸
能
」
の
発
生
は
、
五
世
紀
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
κ
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
宮
廷
芸
能
は
天
武
朝
に
儀
礼
的
完
成

ぼ

を
と
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
も
、

「
藤
原
宮
御

非
歌
」
は
国
讃
め
の
呪
術
的
要
素
を
含

む
に
し
て
も
、
既
に
呪
能
で
は
な
く
、
宮

廷
芸
能
と
し
て
整
斉
さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
五
節
の
舞

に
か
か
わ

つ
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ

ら

み

つ
大

和

の
国

は
神

か

ら

し
尊

く
あ

る

ら

し

こ

の
舞

見

れ

ぽ

(続
紀
天
.平

一
五
年

)

と

あ

る

の
も

、

地
方

の
歌
舞

、

農

村

の

田
舞

を

再

構

成

し
、

寿

祝

の
芸

能

と

し

て

宮

廷

に
お

い
て

行

わ

れ

た
時

の
も

の
な

の

で
あ

る
。

そ

し

て

そ

れ
も

「
た
だ

に
遊

び

と

の
み

に

は
あ

ら
ず

し

て

、

天

ド

の
人

に
君

臣
祖

子

の
理

を
教

へ
賜

ひ
趣

け

賜

ふ
」

(統
紀
同
年
、
宣
命

)
も

の
と

し

て
位

罎

づ

け

ら

れ

る

よ

う

に
な

っ
て

き

て

い

た
。

公

的

な

ハ
レ

(晴
)

の
場

に

お

い
て

、
「
大

和

の
国

は
神

か
ら

し

尊

く

あ

る

」

と

い
う

聖

性

は
、

「
こ

の
舞

(
を
)

見
〔
る

こ

と

に

よ

っ
て
確

認

さ

れ

た

の
で

あ

っ

た
。

い
わ

ば

見

る
対

象

が

、

呪

能

的

に
見

る

も

の
か

ら
芸

能

的

に
見

る
も

の

へ
と

転

換

し

て

い

る

の

で
あ

っ
て
、

そ

の
段

階

に
お

い
て

は
、

歌

舞

が

い

か

に

そ

の
形

式

を

整

え

、

ま

た
構

成

の
全

体

的

な
様

式

を
整

え

る

か
と

い
う

こ
と

が

、

儀

礼

の

場

に

お
け

る
重

要

な

課

題

と

な

る

の

で
あ

る

。

そ

れ

は

ま

た
観

る
場

所

(↓
げ
$
霞
①
)

と

舞

唱

す

る
場

所

(○
目筈
①
。・#
⇔
)

の
分

離

に
よ

っ
て
、

必

然

的

に
要

求

さ

れ

る

、

芸

能

と

し

て

の
課

題

で

も

あ

っ
た
。

「
藤

原

宮

御

非

歌

」

の
万

葉

集

中

第

一
と

も

い
わ

れ

る
対

句

の
整

備

、

形
式

美

は
、

ま

さ

に

そ

の
芸

能

と

重

な

る

形
式

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

の
末

尾

を
飾

る

「
短

歌

」

は
、

「
神

か

ら

し
等

く

あ

る

」

と

で

も

い
う

べ
き

藤

原

宮

の
聖
性

を

、

象

徴

的

に
舞

唱

す

る

「
処
女

が

と
も

」

を

顕
現

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

華

麗

に
藤

原
宮

讃

頒

の
儀
礼

を
完

成

す

る
様

式

の
も

の

で

あ

っ
た
と

い

う

こ

と
が

で
き

る

で

あ

ろ

う

。

ゆ

藤
原
宮
讃
歌
と
志
貴
皇
子
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
た

と
み
え
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
志
貴
皇
子
に
つ
い
て
は
、
巻

一
お
よ
び
巻
二
の

巻
末

に
そ
の
名
だ
け
が
み
え
、
そ
の
こ
と
に
万
葉
集
の
謎
の
ひ
と
つ
が
か
か
わ
る

㈲

か
も

し

れ

な

い
と

い
う

こ
と

も

既

に
指

摘

さ

れ

て

い

る
と

こ
ろ

で

あ

る

。

そ

の
巻
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良奈

q①

二
巻
末

の

「志
貴
親
王
麗
時
」
の
挽
歌
が

「短
歌
」

の
頭
書
を
も

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
頭
君
に
噛
短
歌
L
と
あ
る
七
題
の
う
ち
、

人
麻
呂

の
作
歌
以
外

の
二
題
の
中
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
他

の
ひ
と
つ
は
前

に
述
べ

た
「藤
原
宮
御
井
歌
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
麻
呂
に
関
係
し
な
い
二
題
が
、

㎜
と
も
に
志
貴
皐

に
か
か
わ
る
と
い
ー

し
と
で
萱

ま
た
別
の
問
響

提
起
す

㎜
る

で
あ

ろ

う

。

し

か

し

こ

こ
で

は

い
わ

ゆ

る
反

歌

様

式

に

お

い
て
、

「
短

歌

」

と

頭

潜
さ
れ
た
歌
の
場
を
考
え
る
参
考
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
・

}

こ
の

「志
貴
親
王
箆
時
」
の
長
歌
簡

答
の
形
式
に
な

っ
て
お
り
・
意
識
的
に

㎜{

「
當

時

と

し

て

は
先

例

の
な

い
構

想

の
上

に
立

っ
た
新

風

を
示

す

も

の
」

(
注
釈

、

㎝
"

.
二
・二
〇
)

と

言

わ

れ

て

い
る

も

の
で

あ

る
・

こ

の
長

歌

が

問

答

形

式

で
あ

る

一
と

い
う

こ
と

は

、
葬

送

の
場

に

か

か

わ

る
追

慕

哀

悼

の
た

め

の
劇

的

所

作

(∪
δ

[
ヨ
窪

8

)

が

、

そ

れ

に
付

随

し

て

い
た

こ
と

を

示

し

て

い

る
と

い
う

こ
と

で
も

あ

…
ろ

う

。
天

若

口
子

の
葬

送

に
か

か
わ

る

「
遊

び
」

(
古
事

記

・
上
)

は
も

と

よ

り
、

卜
口
墳

に
並

べ

ら

れ

た

埴
輪

の
な

か

に
歌
舞

・
奏

楽

の
像

も

認

め
ら

れ

る

の

で
あ

っ

て
、

占

代

の
鎮

魂

儀

礼

に
か

か

わ

る

歌
舞

が

、

葬

送

儀

礼

の

一
環

と

し

て

の
芸

能

と

し

て
整

備

さ

れ

た

こ
と

を

示

し

て

い
る

と

も

い
え

る

で
あ

ろ
う

。

国

崎

望

久

太

郎

博

士
が

、一.口
わ

れ

た

よ

う

に
、

挽

歌

が

挽

歌

と

し

て
あ

る

た

め

に

は
、

「
た
だ

追

慕

哀

悼

の

こ

こ

ろ

を

歌

え
ば

足

り

る

約
束

」

が

既

に

で
き

あ

が

っ
て

い
た

か
も

し

れ
な

い
。

し

か

し
追

慕

哀

悼

の
心

が

そ

の
心

と

し

て
言

語

詞

章

に

よ

っ
て

の

み

で

刃

現
さ
れ
る
た
め
に
は
・
言
語
嗣

早
が
内
的
な
心
情
の
表
現
に
耐
え
得
る
も

の
と

し

て
鍛

練

さ

れ

て

い
る

必
要

が

あ

っ
た

は
ず

な

の

で
あ

る
。

そ
れ

は
誰

に
と

っ
て

も

.円
能

で
あ

る

と

い
う
質

の
も

の
で

は
な

い
。

む

し

ろ
人

麻

呂

の

よ

う
な

特

定

の

一
人

に
と

っ
て

の
み

可
能

で

あ

っ
た

の
で

あ

り
、

多

く

は
伝

統

的

な

様

式

に
従

う

こ

　
と

に
よ

っ
て

そ

の
心

を

表
現

し

た

と

考

え

る

の
が

素

直

で
あ

ろ
う

。

そ
う

い
う
儀

…}
礼

の
も

の
と

し

て

は

、

言

語

詞

章

(H㌔
σq
O
ヨ
窪
§

)
と
劇

的
所

作

(一)
同O
旨
①b
.O
b
「)

の
総

一
含

的

な
様

式

が

、
占

代

以

来

の
伝

承

の
領

域

に
定

着

し

て

い
た

は
ず

な

の

で
あ

る
。

一
し

か

し

そ

う

い
う

場

の
歌
が

万
葉

集

に
採

録

さ

れ

た
時

に

は
、

総

合

的

な

伝

承

と

い
う
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
「伝
謡
」
と
い
う
文
字
に
よ

っ
て
記
さ
れ
る
よ
う
な
時

代
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
詞
章
が
言
語
詞
章
と
し
て
、
劇
的
所

作
か
ら
分
離
し
、
自
立
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
背

後
に
伝
承
の
領
域
を
に
な

っ
て
い
る
も

の
も
ま
た
数
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。
伝
承

は
伝
承
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
個

々
の
伝
承
が
芸
能
的
に
整
備
さ
れ
、

一
連

㈲

の
舞
唱
組
曲
め
い
た
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

「
志
貴
親
王
箆
時
」
の
挽
歌
は
こ
う
い
う
伝
承
の
領
域
か
ら
、
万
葉
的
な
伝
涌

の
領
域

へ
の
過
渡
的
位
置
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の

「
短
歌
」
か
ら
い
え
ぽ
、
葬
送
後

「久
に
あ
ら
な
く
に
」

(∬

・
二
三
二
)

と

あ
る
頃
に
、
そ
の
葬
送
の
場
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
深
い
追
慕
哀
悼

の
心
を
表
出
す
る
様
式
で
あ

っ
た
と
も
み
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
挽

歌
は
伝
統
的
な
様
式
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
挽
歌
が

亡
き
人
の
生
前
の
業
績
を
、
よ
り
輝
か
し
く
歌
い
あ
げ
る
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
長
歌
の
問
答
形
式
は
、
志
貴
皇
子
の
生
前
が
あ
る
い
は

そ
の
形
式

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
含
む
も
の
と
も
み
え
、
藤
原
宮
讃

歌
と
の
関
係
か
ら
も
、
や
は
り
そ
こ
に
劇
的
所
作
の
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
て
よ
い

と
思
う
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
歌
が
人
麻
呂
の
作
歌
の
よ
う
に
作
者
名
を
明
記
せ

ず
、
「笠
朝
臣
金
村
歌
集
出
」と
左
注
を
つ
け
る
に
と
ど
ま

っ
た
こ
と
も
、
こ
の
歌

が
象
徴
的
な
劇
的
所
作
を
側
面
か
ら
歌
う
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
進
行
を
は
か
り
、

同
時
に
観
る
場
所
の
人

々
の
理
解
を
容
易
に
す
る
傍
唱
歌
曲
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
藤
原
宮
御
井
歌
」
が
集
中
第

一
の
形
式
美
を
持
ち
な
が

ら
、「
作
者
未
詳
」
と
左
注
に
記
さ
れ
た
こ
と
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
占
く
影
媛
に
か

か
わ
る
葬
送
歌
曲

(武
烈
前
紀
、
紀
謡

九
四
)
が
、
影
媛

の
主
題
を
奏
で
つ
つ
も
遂

に
傍
唱
に
と
ど
ま

っ
た
理
由
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
特
定

の
作
者
の
作
品
を
訥
詠
し

鑑
賞
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
心
情
の
象
徴
的
行
為
と
し
て
の
劇

的
所
作
の
、
傍
唱
と
し
て
の
そ.口語
詞
章
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
-,心貴
親
、E
亮
時
」
の
挽
歌
の
問
答
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
明

ら

か

で
あ
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る

。

「
燃

ゆ

る

火

を

何

か
」

と

問

・・2
に
対

し

て
、

「
天

皇

の
神

の
御

子

の
出

で

ま

し

の
手

火

の
光

そ

こ

こ
だ

照

り

た

る
ヒ

と
答

え

る

に
す

ぎ

な

い
。

「
聞

け

ぽ

嬰

の

み

し

泣

か
ゆ

語

れ

ぽ

心

そ

痛

き

」

と
も

い
う

の

で
あ

る
が

、

何

を
聞

き
何

を

語

る

の
で

あ

ろ

う

。

言

語

詞

章

と

し

て

は
、

そ

の

「
痛

き

」

心

は

全

く

語

ら

れ

て

い
な

い
。

い
わ

ば

志

貴

皇

子

の
主

題

に
よ

る
葬

送

歌

曲

が

奏

で

ら

れ

て

い

る
だ

け

で
あ

っ
て
、

そ

の

「
痛

き

」

心

は
旋

律

と
律

動

に
よ

っ
て
暗

示

さ

れ

た

に

ち

が

い

な

い
。

そ

の

こ
と

は

そ

れ

に
対

応

す

る

劇

的

所
作

が

、

ま

さ

に
象

徴

的

に

そ

の
心

を

行

為

と

し

て
顕

現

し

て

い
た

こ
と

を

.小
し

て

い
る

で

あ

ろ
う

。

場

所

は
志

貴

阜

子

の
春

日
宮

に

ほ
ど

近

い
高

円

山

で

あ

る
。

そ

こ

に
咲

く

秋

萩

を

「
君

が

形

見

に
見

つ

つ
偲

」

ぶ

(
H

・
二
三
三
)
べ
き

皇

f

な

の

で
あ

る
。

そ

の
皇

子

へ
の
慕

情

は
、

あ

る

い
は

呪
能

的

に
形

見

の
も

の
と

し

て

の
秋

萩

を
手

折

り

か
ざ

す

よ

う

な

所

作

を

も
含

み

つ

つ
、
舞

唱

さ

れ

た

で
あ

ろ

う

。
長

歌

は
当

然

問

答

形
式

に
よ

っ
て
歌

わ

れ

る

の
で

あ

る
が

、

そ
れ

に

よ

っ
て

は

叙

唱

(勾
Φ
O
一仲⇔件一く
O
)
的

性

格

を
持

た
ざ

る

を

得

ず

、

そ

の
哀

悼

の
慕

情

は
形

見

の
も

の

に
か

か
わ

り

つ

つ
、

象

徴

的

な

も

の

・
に

よ

る
象

徴

的

行

為

と

し

て
、

拝

情

的

に
高

ま

る

の
で

あ

っ
た
。

そ

こ

に
必

然

的

に
短

歌

が

あ

ら

わ

れ

る

の
で

あ

っ
て
、

長

歌

の
叙

唱

に
対

応

す

る
詠

唱

(〉
ユ
餌
)

「
的

性

格

の
も

の
と

し

て

、

長

短

二
形
式

に

よ

る
舞

唱

歌

曲

を
完

成

す

る

の

で

あ

っ

た

。
占

井

氏

の
で.口
わ

れ

た

「
詠

唱

時

の
効

果

」

も

こ

れ

に
あ

た

る

で

あ

ろ

う

。

長

一
歌

だ

け

で
完

結

す

る

も

の

の
中

に
も

、

こ

う

い
う

二

つ
の
性

格

の
あ

る

こ
と

は
森

一
重

氏

の
言

わ

れ

た
と

こ

ろ

か

ら
も

う

か
が

え

る

の
で

あ

る
が

、

そ

の
場

合

の
長

歌

一
は
、

い
わ

ば

詠

叙

唱

(
〉
ユ
○
ωo
)
的

性

格

の
も

の
と

考

え

て

よ

い
で
あ

ろ

う

。

一

「
長
歌
+
短
歌
」
の
様
式
の
基
準
は
、
こ
う
い
う
伝
承
的
領
域
に
お
け
る
、
舞

唱
歌
曲
の
必
然
性
に
あ

っ
た
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
頭
書
に

「
短
歌
」
と

[
あ
る
も
の
は
、
以
上
述
べ
た
こ
例

に
よ

っ
て
も
、
劇
的
所
作
と
言
語
詞
章
の
総
合

　

一
的
に
あ

っ
た
場
の
様
式
の
痕
跡
を
、
呪
能
か
ら
芸
能

へ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
整

酬

し
・

書

き

と

ど

め

た
も

の

と

い
う

こ
と

が

で

き

る

・

そ

れ

に
対

し

て

「
反

歌

」

　
と

あ

る
も

の

は
、

も

と

よ

り
反

辞

に
由

来

す

る

も

の
で

あ

ろ
う

が

、

「
斐

然

之

藻

」

だ継
体
紀
七
年
)
的
な
意
識
の
も
と
に
、
伝
承
的
領
域
か
ら
伝
涌
的
領
域

へ
と
転
換

し
た
、
霞
語
詞
章
に
重
点
を
お
く
場
に
従

っ
た
様
式
の
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
な
お
い
え
ぽ
、
頭
書
に

「反
歌
」
と
記
す
歌

の
場
は
、
伝
承
の
公
的
儀
礼
と

し
て
の

ハ
レ

(晴
)

の
場
に
直
接
に
起
源
す
る
の
で
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
、兄
ぽ

日
常
的
な
ケ

(褻
)

の
場
に
由
来
し
、

ハ
レ
に
近

い
と
し
て
も
略
礼
装
的
な
場
で

あ

っ
た
と
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
巻

一
・
巻
二
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

反

歌

様

式

の
、
頭
書

の

「反
歌
」
と

「短
歌
」
と
い
う
相
違
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
芸
能

史
的
な
場
の
相
違

に
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
三
)

万
葉
以
前
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
特

に

「
本
岐
歌
」

(記
下
、
仁
徳
)
を
好
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

仁
徳
天
皇

の

「豊
楽
」
の
時
、
天
皇
が

「
雁
の
卵
生
め
る
状
を
問
ひ
給
」
う
た

ヘ

へ

の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
瑞
祥
と
し
て
建
内
宿
祢
が

「
歌
を
以
ち
て
語
り
白
し
」
た

こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
い
て

「
御
琴
を
給
は
り
て
歌
ひ
し
く
」
と
あ
る
場
面
が

そ
れ
で
あ
る
。
前
苦
の

「
語
り
」
が
答
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
L
橋
博
士
が
指
摘

ゆ

さ
れ
ね
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て

「語
り
」
と
記
し
た
の
は
、
後
者
に
対

応
す
る
叙
唱
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
暗
示
か
も
し
れ
ず
、
答
と
し
て
の
言

語
詞
章
も
ま
た
そ
れ
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
後
κ
は
そ
れ
に
対
し
て
言
語
詞
章

は
も
と
よ
り
、
伴
奏
楽
器
を
と
も
な
う
点
か
ら
も
、
詠
唱
的
性
格

の
も

の
と
考
・兄

ら
れ
る
。
し
か
も

こ
れ
は

「
こ
は
本
岐
歌
の
片
歌
な
り
」
と
指
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
古
事

記

に
も

う

一
箇
所

「
こ
は
片
歌
な
り
」
と
あ
る

「
思
国
歌
」

(記
、
倭
建
命
)
の
場
合
を
も
あ
わ
せ
て
、
や
は
り
こ
れ
が
詠
唱
的
性
格

の
も
の
で

ω

あ

る

こ

と

を

示

す

も

の
と

思

わ

れ

る

の
で

あ

る
。

「
本

岐

歌

」
は

も

と

よ

り
寿

き

歌

で

あ

り

、

「
思

国

歌

」

も

ま

た

一
面

に
お

い
て

望

郷

歌

で
あ

る

に
し

て

も

、

も

と

国

讃

め

に

か

か
わ

る

の
で

あ

っ
て

、

と

も

に
讃

歌

の
系

列

に

あ

る

の
で

あ

る
。

こ
れ

ら

の
讃

歌

が

讃

歌

と

し

て
あ

る

た

め

に

は
、
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奈

[
叙
唱
と
詠
唱
を
あ
わ
せ
も

つ
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
様
式

の
ゆ
え
に
讃
歌

の
伝
承
を
に
な
い
得

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
の
豊
楽

の

場
の

「本
岐
歌
」
が
、
天
皇
と
建
内
宿
祢
の
問
答
で
あ

っ
て
、
言
語
詞
章

の
み
に

ぼ

っ
て
歌
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
.」
れ
が
建
内
宿
祢

に
か
か
わ
る
点

一
か
ら
は
、
や
は
り
讃
歌
と
し
て
の
総
合
的
な
伝
承
の
領
域
を
継
承
し
た
も
の
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

「
思
国
歌
」
の
場
合
も
同
様
で
あ

っ
て
、
物
語
歌
的
に
整
え
ら

…
れ
て
い
る
と
は
い
え
歌
垣
的
な
場
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
劇

}
的
所
作

の
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
伝
承
が
ま

∵

に
伝
承
と
し
て
禁

さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
箋

が
事
藷

し
て
隻

ら
れ

…
る

の
で

な

く

、

エ
リ

ア

ー
デ

氏

所

引

の

マ
ラ

ム

レ

ス

の
バ

ラ

ッ
ド

の
よ

う

に
、

あ

一
る
奏

に
・
よ
り
豊
か
憲

味
を
与
え
、
よ
り
真
実
な
る
も
の
と
す
る
と
い
う
伝

天

の
論
理
に
従

っ
て
の
再
構
成
、
様
式

化
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

か

っ
た

の
で

あ

一
る
。

「
本
岐
歌
」
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

前
に
述
べ
た

「藤
原
宮
御
井
歌
」
も
「志
貴
親
王
亮
時
」
の
挽
歌
も
、
と
も
に
ご

一

の
伝
承
的
領
域

に
お
け
る
讃
歌
の
整
斉
さ
れ
た
様
式
に
他
な
ら
な

い
。

い
わ
ぽ

ハ

レ
の
場
に
お
け
る
讃
歌
は
、
た
と
え
そ
れ
が
挽
歌
で
あ
る
に
し
て
も
、
言
語
詞
章

一
に
よ
る
叙
唱
と
詠
唱
の
様
式
が
、
あ
る

い
は
合
唱
と
独
唱
な
ど
の
形
式
に
よ
り
、

一
ま
た
劇
的
所
作
と
し
て
の
群
舞
と
独
舞

な
ど
の
形
式

を
含

み

つ

つ
、
総
合
的

に

霧

唱
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
伝
承
の
系
譜
を
継
承
し
つ
つ
、

言
語
詞
章

に
重
点
を
お
い
て
整
斉
さ
れ

た
も
の
が
万
葉
集
に
お
け
る

「
長
歌
+
短

孫
翫
鑛
舗

翻

謂
飾
碧

鏑鯵

魏
難
嬬

筋

.
も

よ

い
と

思

う

の
で

あ

る
。

(
四

)

一
長

歌

+
短

歌

L

の
様

式

に
関

し

て
、

頭

書

に

「
短

歌

」

と

あ

る

も

の
、

柳
反

歌

.
と

あ

る
も

の

の
両

方

を
残

し

て

い
る

の
は
柿

本

人
麻

呂

で

あ

る
。

人

麻

呂

お

よ
び
そ
の
作
歌
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
諸
説
枚
挙
に
い
と
ま
な
く
あ
ま
り
に
も
多

い
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
視
野
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
か

か
わ
る
要
点
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
巻

一
に
お
い
て
、
頭
書

に

「短
歌
」
と
あ
る
人
麻
呂
作
歌
は

「
軽
皇
子
宿

王
安
騎
野
時
」

(四
五
～
四
九
)

の
例
で
あ
る
。

「
反
歌
」
と
あ
る
の
は

「
過
近

江
荒
都
時
」

(
二
九
～
三
一
)
、

「幸
干
吉
野
宮
之
時
」

(三
六
～
三
九
)
の
二
例
で

あ
る
。

「近
江
荒
都
」

の
歌
に
つ
い
て
は
、
人
麻
呂
の
個
人
的
な
懐
旧
に
近
く
、

公
的
儀
礼
の

ハ
レ
の
場
に
直
接
に
か
か
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
次

の

「古
野
宮
」
行
幸
従
駕

の
歌
は
、
ま
さ
に
公
的
な
場
で
の
讃
歌
に
他
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
左
注
に
日
本
紀
を
ひ
い
て
六
回
の
行
幸
年
刀
を
あ
げ
、

「未
詳
知
何
月
従
駕
作
歌
」
と
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
が

も
と
伝
承
的
領
域
を
継
承
す
る
讃
歌
の
様
式
を
も

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
左
注
の

.小
す
状
況
の
中
で
、
あ
る
い
は
当
所
訥
詠
歌
の
よ
う
に
次
第

に
万
葉
的
な
伝
涌
の

領
域

に
吸
収
さ
れ
、
採
録
の
時
点
に
お
い
て
頭
書
を

「反
歌
」
と
さ
れ
た
も
の
と

み
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
安
騎
野
」
の
歌
は
そ
の
時
だ
け

の
も
の
で
あ

っ
て
、
軽
皇
子
と
日
並
皇
子
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、「黄
葉
の
過

ぎ
に
し
君
が
形
見
と
そ
来
し
」
(四
七
)
と
い
う
そ
の
場
で
の
歌
な
の
で
あ
る
。
こ

の

「
形
見
」
の
見
方
は
「振
り
さ
け
見
」
る

(11
.
一
九
九
)
を
も
含
ん
で
、
巻
二
の

場
合
に
も
し
ぼ
し
ば
あ
ら
わ
れ
、
「志
貴
親
王
亮
時
」
の
挽
歌
に
お
い
て
み
た
よ
う

に
、
あ
る
い
は
舞
唱
性
を
も
そ
の
底
に
も
ち
え
た
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

を
含

む

頭
書
に

「
短
歌
」
と
あ
る
四
首
は
、
山
田
謙

博
⊥
の
　ゴロ
わ
れ
た

よ
う
に
漢
詩
絶
句
の
技
法
に
通
ず
る
起
承
転
結
の
構
造
を
持
つ
に
し
て
も
、
人
麻

呂
の
習
作

(注
釈
1
・
四
七
)
を
そ
の
底
に
含
み
、
第
三
首

(四
八
)

の

「東
野
」

と
「刀
西
渡
」
は
訓
釈
に
問
題
を
残
し
な
が
ら
も
、
舞
唱
の
所
作
に
か
か
わ
る
方
向

性
を
暗
示
す
る
傍
唱
歌
曲
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
か
と
も
み
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
も
こ
の

「安
騎
野
」
の
歌
が
、
や
は
り
伝
承
的
な
舞
唱
歌

曲
の
様
式
を
継
承
し
た
も

の
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

一
面
に
お
い
て
は
万
葉
の
文
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阪

観

に
適
八
.
す
る
歌
と
も
な
り
得

た
も

の
と
言
え
.。
の
で
あ
る
。

一

そ
れ
な
ら
ぽ
巻

二
の
場
ムロ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
頭
書

に

「短
歌
」
と
あ
る
も

の
が
す
べ
て
挽
歌
で
あ
る
こ
と
は
前

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
挽
歌
に
関

　
し
て
頭
書

に

「反
歌
」
と
あ
る
人
麻
呂
作
歌
は

「
日
並
皇
子
尊
殖
宮
之
時

」

(
一

・
六
七
～
一
六
九
)
、「献
泊
瀬
…部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
・歌
」

(
一
九
四
、
一
九
五
)

「讃
岐

狭
火
フ嶋
視
石
中
死
人
」

(
二
二
〇
～
二
二
二
)
の
三
題
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

「
日
並

皇
子
尊
殖
宮
」
の
挽
歌
の
頭
書
に

「反

歌
」
と
あ
る
の
は
い
さ
さ
か
問
題
を
含
ん

で
い
る
。
し
か
し

「
或
本
以
件
歌
為
後

皇
子
尊
積
宮
之
時
歌
反
也
」
(
一
六
九
脚
注
)

と
も
あ

っ
て
、
前
に
述
べ
た
吉
野
宮
従
駕

の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の
時

が

動

揺

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
あ

た
り
の
歌

の
配
列

に
は
日
本
書
紀
や
続
日

本
紀

の
記
載
順
序
と
の
矛
盾
が
あ
り
、

「原
資
料

の
不
備
か
、
編
若
の
粗
漏
の
た

れ

め
か
わ
か
ら
な
い
が
研
究
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
ビ

(小
学
館
本
)

と
も
言
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
諸
点
、
お
よ
び

残
宮
挽
歌
の
性
格

に
お
い
て
、
頭
書

は

「
短
歌
」
と
あ
る
べ
き
と
こ

ろ

で
あ

る

が
、
と
り
あ
え
ず
は
保
留
し
た
い
と
思

う
。
あ
と
の
二
題
は
そ
う
い
う
公
的
儀
礼

の
場
の
も
の
で
な

い
こ
と
は
自
明
で
あ

る
。

そ
う
す
れ
ぽ
頭
書
に

「短
歌
」
と
あ
る
も
の
の
う
ち
、

「
明
日
香
皇
女
木
施
殖

宮
之
時
」
、
「高
市
皇
子
尊
城
上
濱
宮
之
時
」
の
挽
歌
は
、
伝
承
の
領
域
の
重
要
な

(殖
宮
)
儀
礼
の
論
理
を
継
承
し
た
様
式
で
あ
る
と
言

っ
て
差
支
え
な

い
で
あ
ろ

う
。
残
る
二
題
の
う
ち
の

]
題
は

「妻

死
之
後
泣
血
哀
働
作
歌
」
で
あ
る
。
こ
れ

が
人
麻
呂
の
個
人
的
な
歌
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
公
的
儀
礼

に
相
当
す
る
様

式
を
持

つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と

一
見
矛
盾
す
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
儀
礼
歌
の
作
者
人
麻
呂
と
し
て
は
、亡
き
妻

へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
愛

恋
思
慕

の
情
を
、
こ
の
様
式

に
よ
る
よ
り
ほ
か
に
は
表
わ
し
得
な
か

っ
た
こ
と
に

よ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
残
る

一
題
は
「吉
備
津
采
女
死
時
」
の
挽
歌
で
あ
る
が
、

こ
の
采
女
が
は
た
し
て
現
実
の
采
女
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
伝
説

の
女
人
で
あ

る
の
か

「
一
首
が
ほ
の
ぼ
の
と
さ
霧
に
つ
つ
ま
れ
た
姿
」
(注
釈
、
H
・
二
一
七
)
で

あ

る

と

こ

ろ

、

り、
ラ

ム

レ

ス

の
バ

ラ

ッ
ド

と
も

類

推

的

な

の

で
あ

る
。

い
わ

ば

こ

れ

は
伝

承

の
領

域

の
集

約

と

し

て
、

そ

れ

が

芸

能

的

に
洗

練

さ

れ

、
伊

藤

氏
が

こ

　

れ
を
観
照
の
深
さ
に
お
い
て
愛
の
文
学
の
渕
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
、

文
芸
化
さ
れ
た
画
期
的
な
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
巻
、
.相
聞

に
み
え
る
人
麻
呂
の
反
歌
様
式
が

「従
石
見
国
別
妻
上
来

時
」

(
一
=
二
～

、
三
九
)
と
あ
る
こ
と
も
、
儀
礼
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
場
の

も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
個
人
的
な
相
聞

に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と

に
よ

っ

て
、
頭
書
を

ヨ
反
歌
L
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
頭
書
に
お
け
る

「短
歌
」
と

「反
歌
」
と
の
意
識
的
な
使
い
分
け

は
、
志
貴
皇
子
や
人
麻
呂
ら
の
舞
唱
歌
曲
圏
を
最
後
と
し
て
、
万
葉
の
文
芸
的
領

域
か
ら
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
五

)

要
約
す
れ
ぽ
、

「
長
歌

+
短
歌
」
の
様
式

は
、
も
と
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作

の

融
合
し
た
伝
承
の
領
域

の
、

ハ
レ
の
儀
礼
の
舞
唱
歌
曲
の
様
式
で
あ
り
、
そ
れ
は

長
短
二
形
式
に
よ
る
叙
唱
と
詠
唱
に
よ

っ
て
成
立
す
る
様
式
な
の
で
あ

っ
た
。
長

歌
だ
け
で
完
結
す
る
も

の
は
詠
叙
唱
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
充
分
に
機
能
し
て

い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

頭
書
に

「
短
歌
」
と
あ
る
も

の
は
、
そ
れ
が
芸
能
的
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
志
貴
皇
子
、
人
麻
呂
な
ど
に
よ

っ
て
輝
か
し
く
舞
唱
さ

れ
な
が
ら
も
、
伝
承
の
論
理
の
継
承
で
あ
る
ゆ
え
に
か
、
初
期
万
葉
の
舞
台
を
華　

麗

に
彩
る
に
と
ど
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
そ
れ
は
高
橋
虫
麻
呂
の
伝
説
組
曲

な
ど

に
僅
か
に
残
照
を
み
せ
な
が
ら
も
、
遂

に
万
葉
の
舞
台
か
ら
は
沈
む
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
覚
え
書
き
に
と
ど
ま
る
。
ふ
れ
る
べ
く
し
て
ふ
れ
な
か
っ
た

も
の
も
数
多

い
。
御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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伊
藤

博

「恋

と
愛
」

(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

し
一.一六
巻

一
一
号

)

拙
稿

「
高
橋
虫
麻
呂
伝
説
歌
小
若
」

(
「
左

阪
城
南
女
子
短
期
た
学
研
究
紀

要
』

11

国
崎
望
久
太
郎

『
日
本
文
学

の
トn
典
的
構
造

』
第

三
章
、

ム

へ
　

ノ

る
　

　　

へ

　

へ

丁

(

三
ノ
,L
!

把

小

島
憲
之

『
上
代

日
本
文
畢
と
中
國
文
學

』
L
L
、

一
八

二
頁

に

み

え
る

よ
う

に
、

「
原
古
事
記
」

か
ら

「
現
古
事
記
」

へ
の
成

立
過
程

に
お
け
る
伝
承

の
整

理

に
関

す

る
卓
説
も
、

こ
う

い
う
技
法

の
既

に
あ

っ
た

こ
と
を
示

し
て
い
る
。

13

土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
篇

二
七
五
頁

M

拙

考

「
片

歌

管

見

」

(
全

国

大

学

国
語

国

文

学

会

50

・
11

・
16
、

発

表

)

15

M

・
エ
リ

ア
ー
デ

『
永

遠

回

帰

の
神

話

』

(堀

一
郎

訳

)

六

一
、頁

16

　エ

じ
コ
ソ

、

∬
∬

㌻

■
⊥

ー

」
i
イ
」

一
、
、
九

頁

、

那

珂

通

高

の

説

と

..小
し

て

、

そ

れ

に

賛
、成

v
、㌦
れ

て

い

る

。

η

晶川
掲

9
、

解
唱
説
閲
H
山ハ
ペ貝
、

推

ワ
イ

前

掲

4
、

一
八
頁

8

林

屋

.辰

一一、郎

『
日
本

芸

能

の
世

界

』

(
N

11

K
ブ

ッ
ク

ス
)

△

書
し

輪

＼

.ー

、

　

ユ

ア

…

↓
ノ

一
ノ

一し

9

小
島
憲
之

・
佐
竹
昭
広

・
木
ド
正
俊

『
萬
葉
集

』

↓

へ小
学
館

『
日
本
古
典
文
丹・r

全
集

』
二
)
解
説
四
四
頁
、等

19
臼

0
0456

山
川
孝
雄

『.萬
葉
集
講
義
』

一
、
二

一
三
頁

澤
潟
久
孝

「
萬
葉
集
注
鐸
』

一
、

(
1

・
四
六
)
、

(
以
下

「
注
釈
」
と
略
＼)

古
非
巌

「
反
歌
放
序
説
」

(
『
萬
葉

」
二
六
号
)

一
二
頁

森
重
敏

「
反
歌
と

し
て
の
短
歌

の
成
立
過

程
」

(
『
萬
葉
』
三
五
号
)
六
亘
、等

拙
稿

「
藤
原
宮
讃
歌
と
志
貴
皇
.r
」

(
『
弾.ム
能
史
研
究
』
四
ヒ
ロヴ
)

土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
と
儀
礼

の
研
究
』
第

.一、章
、

一
七
七
頁
、

注

AnOrderof"CHOKA-+-Z'ANKA"inMANYOSHrJ

一Amemorandumonasideoftheperformingarts一

YoshinagaHoNDA

Summary

Anorderof"CHOKA十TANKA"inMANYOSHUwasoncetheorderofa

liedwithballetaboutasolemnobservanceintheoraltraditionalterritorywhich

unitedLegomenonandDromenon.ThlswastheorderbeingcomposedofRecitativo

andAria;longandshortforms.InthecaseofbeingcompletedinonlyCHOKA,

theorderfunctionswellbybeingArioso.

TheorderwhichhasheadingぐTANKA"isarrangedperformingartisticallybyold

oraltradition.ItcompletedbrilliantlybySHIKI-NO-MIKOandKAKI-N(り.MOTO

I-SIT(一?MARO.ButitsimplycoloredonthestakeofearlyMANYO,becauseof

havingbeeninheritedfromthelogicofoldoraltradition.Afterthat,showingonlya

littleafterglowOIIii'AKAHASHIMUSHIMARO'slegend-suite,finallyitsank

clownfrontthestageofMANYO.


