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（
一
）
音
楽
の
定
義

　
日
本
列
島
に
人
が
住
み
始
め
た
時
期
は
、
人
の
生
活
の
痕こ
ん

跡せ
き

で
あ
る
石
器
の
年
代
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
か
ら
八
万
年
前
か
ら
四
万
年
前
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
列
島
に
住
ん
で
い
た

人
び
と
も
「
音
楽
」
を
も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
手
段
は
今
の
と
こ
ろ
あ

り
ま
せ
ん
。

　
私
は
す
で
に
「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
が
音
楽
を
「
人
間
が
組
織
づ
け
た
音

響
」
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
日
本
列
島
に
住
み
始
め
た
人
び
と
が
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
、
声
を
出
し
、

足
を
踏
ん
で
音
を
出
し
、
石
を
叩た

た
い
て
音
を
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
音
楽
と
考
え
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
地
域
や
時
代
が
違
え
ば
、
音
楽
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
違
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
あ
る
地
域

の
人
が
他
の
地
域
の
音
楽
や
、
自
分
た
ち
よ
り
も
前
の
時
代
の
音
楽
を
「
あ
ん
な
も
の
は
音
楽
で
は
な
い
」

と
否
定
す
る
こ
と
は
、
昔
も
今
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
音
楽
の
歴
史
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ど

ん
な
音
楽
に
対
し
て
も
、
人
間
が
行
う
こ
と
な
の
で
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
、
そ
こ
に
首
尾
一
貫
性

を
探
し
出
し
て
音
響
が
ど
の
よ
う
に
組
織
づ
け
ら
れ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　
こ
れ
に
関
連
す
る
の
が
、
聴
き
方
の
違
い
で
す
。「
音
階
を
も
つ
も
の
だ
け
が
音
楽
だ
」
と
と
ら
え
て
い
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る
人
は
、
日
本
の
寺
院
の
鐘か
ね
に
は
音
階
が
な
い
と
考
え
て
、
音
楽
と
し
て
は
聴
か
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

鐘
の
余よ

韻い
ん

と
響
き
の
変
化
を
音
楽
と
し
て
聴
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、
音
楽
の
歴
史
の
中
に
、
音
の

響
き
と
と
も
に
、
音
楽
の
作
り
方
と
聴
き
方
を
含
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

（
二
）
楽
器
の
定
義
と
縄

じ
ょ
う

文も
ん

時
代
の
楽
器

　
さ
て
、
右
の
よ
う
に
音
楽
を
定
義
し
ま
す
と
、
日
本
列
島
に
は
縄
文
時
代
か
ら
音
楽
が
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
縄
文
時
代
の
始
め
と
終
わ
り
に
つ
い
て
は
異
な
る
説
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
紀

元
前
一
万
年
前
後
か
ら
前
四
世
紀
ま
で
続
い
た
長
い
期
間
と
し
て
お
き
ま
す
。

　
こ
の
時
代
の
文
化
と
し
て
は
縄
文
土
器
と
い
う
造
形
芸
術
が
代
表
的
な
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
代
の
人
び
と
は
、
音
楽
も
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
人
び
と
が
声
に
よ
る
音
楽
を
も
っ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
証
明
の
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
遺い

跡せ
き
か
ら
発
掘
さ
れ
た
楽
器
は
、
人
び

と
が
音
楽
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
楽
器
の
よ
う
に
見
え
る
遺
物
で
も
音
を
出
さ
な

い
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
音
楽
史
を
考
え
る
上
で
は
、
楽
器
と
楽
器
で
は
な
い
も
の
を
区
別
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
を
行
う
分
野
が
、
音
楽
考
古
学
で
す
。

　
こ
こ
で
「
楽
器
」
と
い
う
言
葉
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
は
紀
元
前
一
一
世
紀
か
ら
前
八
世
紀
に
あ

っ
た
中
国
古
代
の
王
朝
・
西せ

い

周し
ゅ
うの
儀
礼
を
記
し
た
『
周し
ゅ

礼ら
い
』
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
、「
楽（
音
楽
）を
作
る
器
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（
道
具
）」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
書
で
も
、
こ
の
説
明
に
従
い
、
音
楽
を
作
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
楽

器
と
呼
び
ま
す
。
木
の
板
、
石
、
人
間
の
腹
な
ど
も
音
楽
を
作
る
た
め
に
使
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
楽
器
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

　
縄
文
時
代
の
楽
器
の
代
表
が
、
粘ね

ん
土ど

を
焼
い
て
作
っ
た
土ど

鈴れ
い

で
す
。
球
形
、
円え
ん

筒と
う

形け
い

、
そ
れ
に
土ど

偶ぐ
う

の
形

を
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
閉
じ
ら
れ
た
器
の
中
に
「
丸が

ん
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
粒つ
ぶ

が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
鈴
の
よ
う
に
振
る
と
音
が
し
ま
す
。
出
て
く
る
音
は
小
さ
く
て
使
う
人
に
し
か
聞
こ
え
ま
せ
ん
が
、
大

き
な
音
を
出
す
楽
器
の
方
が
小
さ
な
音
を
出
す
楽
器
よ
り
も
優
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
縄
文
時
代
に
は
、
石い

わ
笛ぶ
え（

フ
エ
は
古
代
で
の
管
楽
器
の
総
称
）と
呼
ば
れ
る
、
石
で
で
き
た
楽
器
も
あ
り
ま
し

た
し
、
弦げ

ん
を
張
っ
た
コ
ト（
コ
ト
は
同
じ
く
弦
楽
器
の
総
称
）と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
楽

器
か
ら
、
縄
文
人
が
音
楽
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

（
三
）
弥や
よ
い生
時
代
の
楽
器

　
縄
文
時
代
に
続
く
弥
生
時
代
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
つ
い
て
も
異
な
る
説
が
あ
り
ま
す
が
、
紀
元
前

八
、七
世
紀
か
ら
紀
元
後
二
、三
世
紀
ま
で
の
長
い
期
間
と
考
え
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
変
化
の
違
い
が
あ
り

ま
す
の
で
、
縄
文
と
弥
生
の
二
つ
の
時
代
に
は
重
な
り
が
あ
り
ま
す
。

　
弥
生
時
代
に
は
海
外
と
の
交
流
か
ら
、
塤け

ん
と
銅ど
う

鐸た
く

と
い
う
新
し
い
楽
器
が
現
れ
ま
す
。
塤
は
中
国
で
使
わ
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れ
て
い
た
土つ
ち
笛ぶ
え
の
一
種
で
す
。
標
準
的
な
も
の
は
、
卵
を
少
し
大
き
く
し
た
形
で
、
息
を
吹
き
込
む
た
め
の

孔あ
な

を
上
部
に
開
け
、
さ
ら
に
前
面
に
四
個
、
後
面
に
二
個
の
孔
を
開
け
た
も
の
で
す
。
発
掘
さ
れ
た
塤
の
一

つ
か
ら
は
、
孔
の
開
閉
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
全
音
ず
つ
違
う
六
つ
の
音お

ん
高こ
う

を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
が
銅
鐸
で
す
。
鐸
と
い
う
の
は
中
国
の
平
ら
な
鐘
で
、
内
側
に
舌ぜ

つ
と
呼
ば
れ
る
棒
や
板
を
入
れ

て
鳴
ら
す
も
の
で
す
。
銅
鐸
は
中
国
か
ら
朝

ち
ょ
う
鮮せ
ん
半
島
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
し
だ
い
に
大
型

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
銅
鐸
の
材
料
は
、
銅
に
鉛な

ま
りや

錫す
ず

を
混
ぜ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
日
本
で

作
ら
れ
た
こ
と
は
、
鉱
石
か
ら
金
属
を
分
離
し
て
加
工
す
る
冶や

金き
ん

の
技
術
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　
銅
鐸
を
、
広
が
っ
て
い
る
方
を
下
に
し
て
立
て
ま
す
と
、
弥
生
時
代
初
期
の
も
の
は
高
さ
が
二
〇
～
四
〇

セ
ン
チ
で
す
が
、
後
の
時
代
に
は
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
も
作
ら
れ
ま
し
た
。
大
き
な
銅
鐸
は
、
楽
器

で
は
な
く
儀
礼
の
場
に
置
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
舌
が
あ
た
る
部
分
が
摩ま

耗も
う
し
た
銅

鐸
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
銅
鐸
を
外
側
か
ら
叩
く
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
銅
鐸
も
楽

器
と
し
て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
大
き
さ
で
あ
れ
、
銅
鐸
は
新
た
に
現
れ
た
金
属
製
の

楽
器
で
す
か
ら
、
そ
の
響
き
は
当
時
の
人
び
と
に
強
い
印
象
を
与
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
銅
鐸
の
音
高
を
調
査
し
た
記
録
は
少
な
い
の
で
す
が
、
一
九
六
四
年
に
神
戸
の
桜
ヶ
丘
で
発
掘
さ
れ
た
一

四
個
の
セ
ッ
ト
の
中
の
九
個（
他
の
五
個
は
不
明
で
す
）が
次
の
よ
う
な
音
高
を
も
つ
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ピ
ア
ノ
の
鍵け
ん
盤ば
ん
の
中
央
の
ド
の
二
オ
ク
タ
ー
ヴ
低
い
音
域
の
レ
を
出
す
も
の
が
二
個
あ
り
、
ラ
を
出
す
も
の

が
二
個
、
そ
の
上
方
へ
順
に
ド
、
レ
、
ソ
、
ド
、
ソ
が
一
個
ず
つ
で
す
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
さ

ま
ざ
ま
な
音
程
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
っ
と
も
当
時
の
人
び
と
は
、
音
程
を
問
題
に
し
な
い
で
、
銅

鐸
の
一
つ
一
つ
の
響
き
を
聴
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
不
思
議
な
こ
と
に
、
銅
鐸
は
弥
生
時
代
末（
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
）に
地
中
に
埋う

め
ら
れ
ま
し
た
。
銅

鐸
が
発
見
さ
れ
た
記
録
は
八
世
紀
に
あ
り
ま
す
が
、
大
量
の
銅
鐸
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
近
年
の
考
古
学
の

発
掘
の
お
か
げ
で
す
。

　
外
来
の
楽
器
で
あ
る
塤
と
銅
鐸
は
、
弥
生
時
代
に
続
く
古こ

墳ふ
ん

時
代（
三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
）に
は
使
わ
れ

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
に
日
本
列
島
で
作
ら
れ
た
琴こ

と
と
筑
ち
く
じ
状ょ
う
弦
楽
器
は
古
墳
時
代
ま
で
使
わ
れ
ま

し
た
。

　
ま
ず
琴
を
考
え
る
た
め
に
、
一
枚
の
板
と
一
本
の
弦
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
板
の
上
に
弦
を
張
っ
て
、

そ
れ
を
指
か
棒
で
は
じ
け
ば
音
が
出
ま
す
。
高
さ
の
違
う
音
を
出
す
た
め
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

第
一
は
、
異
な
る
音
高
が
出
る
よ
う
に
弦
を
増
や
す
方
法
で
す
。
第
二
は
、
指
か
棒
で
弦
を
押
さ
え
て
振
動

す
る
部
分
の
長
さ
を
変
え
る
方
法
で
す
。
弥
生
の
琴
で
は
第
一
の
方
法
が
使
わ
れ
、
四
本
や
五
本
の
弦
が
板

に
張
ら
れ
ま
し
た
。
板
だ
け
で
も
音
は
出
ま
す
が
、
板
の
下
に
箱
を
付
け
れ
ば
、
音
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

弥
生
の
琴
に
も
、
こ
う
し
た
共き

ょ
鳴う
め
いの

た
め
の
装
置
が
付
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
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一
方
、
筑
状
弦
楽
器
は
、
琴
の
よ
う
に
細
長
い
板
に
複
数（
主
と
し
て
五
本
）の
弦
を
張
る
も
の
で
す
が
、

底
が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
の
で
、
琴
の
よ
う
に
置
い
て
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
楽
器
を
片
手
で
持
ち
、

も
う
一
つ
の
手
に
持
っ
た
棒
で
弦
を
叩
く
か
は
じ
く
か
す
れ
ば
演
奏
で
き
ま
す
。
中
国
の
古
代
に
弦
を
叩
い

て
演
奏
す
る
筑ち

く
と
い
う
楽
器
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
日
本
の
音
楽
考
古
学
を
進
め
た
笠
か
さ
は

原ら
き

潔よ
し［

一
九
五
一
～
二

〇
〇
八
］は
、
奏
法
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
筑
状
弦
楽
器
と
呼
び
ま
し
た
。

　
笠
原
は
、
日
本
で
出
土
し
た
琴
も
筑
状
弦
楽
器
も
、
形
の
似
た
も
の
が
ア
ジ
ア
大
陸
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、

日
本
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
が
作
っ
た
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
琴
に
つ
い
て
は
、
後
の
時
代
の
文
献
で
言
及

さ
れ
ま
す
が
、
筑
状
弦
楽
器
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
の
で
、
古
墳
時
代
に
消し

ょ
滅う
め
つし

、
人
び
と
の
記
憶
か
ら

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

（
四
）
倭わ

国こ
く

の
対
外
関
係
と
音
楽

　
こ
う
し
た
楽
器
を
使
っ
て
い
た
弥
生
時
代
、
日
本
列
島
に
巨
大
な
集
落
が
多
数
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
中

国
の
文
書
に
「
国
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
ば
し
ば
百
余
国
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
小
さ
な
国
に
分
か

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
国
々
を
ま
と
め
て
呼
ぶ
た
め
に
使
わ
れ
た
の
が
「
倭わ

」「
倭
国
」
で
す
。

卑ひ

弥み

呼こ

が
支
配
し
た
邪や
（
耶
）馬ま

台た
い

国こ
く

は
、
当
時
の
そ
れ
ら
の
国
の
一
つ
で
す
。

　
邪
馬
台
国
や
他
の
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
大
陸
に
あ
っ
た
国
と
関
係
を
も
っ
た
こ
と
が
、
中
国
の
歴
史
書
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に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、『
三さ
ん
国ご
く
志し

』
の
中
の
「
魏ぎ

書し
ょ
」
に
あ
る
「
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん
伝で
ん
」
に
は
、「
死
者
が

出
る
と
、
喪も

主し
ゅ

が
号
泣
し
、
他
の
人
は
そ
の
周
り
で
歌
を
歌
い
、
舞
を
舞
っ
て
、
酒
を
飲
む
」
と
い
う
倭
国

の
葬そ

う
儀ぎ

の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
人
び
と
の
音
楽
実
践
を
知
る
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

　
五
世
紀
に
な
る
と
、
倭
の
国
を
代
表
す
る
王
が
次
々
に
生
ま
れ
、
政
治
の
中
心
が
大や

ま
と和

に
置
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
自
ら
が
倭
国
の
代
表
で
あ
る
こ
と
を
国
内
・
国
外
に
示
す
た
め
に
、
中
国
大
陸

南
部
の
王
朝
か
ら
将
軍
の
位
や
倭
国
王
の
位
を
受
け
て
い
ま
す
。
大
和
王
権
の
大お

お
王き
み

の
も
と
で
、
力
の
あ
る

豪
族
た
ち
が
朝
廷
を
作
り
、
各
地
の
豪
族
も
そ
の
政
治
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　
六
世
紀
の
倭
国
が
朝
鮮
半
島
と
関
係
を
も
っ
た
た
め
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
人
の
渡と

来ら
い

が
活
発
に
な
り
、
多

く
の
技
術
や
文
化
、
文
字
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
音
楽
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
次
の
節
で
述
べ
る
よ
う
に
文

字
の
導
入
で
す
。

　
こ
う
し
た
統
一
国
家
を
つ
く
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
六
世
紀
頃
か
ら
奈
良
の
飛あ

す
か鳥

地
方

で
力
を
も
っ
た
蘇そ

我が

氏
で
、
こ
の
一
族
は
政
治
・
財
政
だ
け
で
な
く
皇こ
う

位い
け

継い
し

承ょ
う

に
も
積
極
的
に
か
か
わ
り
ま

し
た
。
五
九
二
年
に
は
日
本
で
最
初
の
女
帝
と
な
る
推す

い
古こ

天
皇
が
即そ
く
位い

し
、
そ
の
政
治
に
は
そ
の
甥お
い
の
厩う
ま
戸や
ど

皇の
お
子う
じ（

一
世
紀
後
に
は
、
聖し
ょ
徳う
と
太く
た
子い
し
と
い
う
呼
び
方
が
現
れ
ま
す
）が
参
加
し
ま
す
。

　
蘇
我
・
推
古
・
厩
戸
が
行
っ
た
仕
事
で
音
楽
に
関
係
す
る
の
は
、
遣け

ん
隋ず
い
使し

の
派
遣
と
冠か
ん
位い

十じ
ゅ
二う
に
階か
い
の
制
定

で
す
。
前
者
は
、
五
八
九
年
に
中
国
が
隋
に
よ
っ
て
統
一
国
家
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
、
六
〇
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〇
年
に
最
初
の
使
節
が
送
ら
れ
、
六
〇
七
年
、
六
〇
八
年
と
続
き
ま
す
。
遣
隋
使
の
役
割
は
、
朝
鮮
半
島
を

通
さ
ず
に
中
国
か
ら
制
度
や
文
物
を
得
る
こ
と
で
し
た
。

　
後
者
の
冠
位
十
二
階
は
、
海
外
に
派
遣
す
る
使
節
に
官
位
を
授
け
る
必
要
か
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、
官か

ん
吏り

に
登
用
さ
れ
た
個
人
に
、
任
務
に
ふ
さ
わ
し
い
位
と
冠
か
ん
む
りや

飾
り
を
与
え
る
制
度
で
す
。
こ
の

制
度
が
し
だ
い
に
複
雑
に
整
備
さ
れ
、
後
々
ま
で
、
政
治
家
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
に
所
属
す
る
音
楽
家
た
ち

も
そ
の
制
度
に
組
み
込
ま
れ
ま
す
。

　
こ
の
頃
の
列
島
に
は
、
多
様
な
音
楽
が
響
い
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
海
外
か
ら
渡
来
し
た
人
び
と
は
そ

れ
ぞ
れ
の
音
楽
を
実
践
し
、
も
と
も
と
日
本
列
島
に
い
た
人
び
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
を
実
践
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　
大
和
の
朝
廷
が
先
住
民
族
と
み
な
し
て
い
た
人
び
と
の
こ
と
が
、『
古こ

事じ

記き

』『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』『
風ふ

土ど

記き

』

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ク
ズ（
漢
字
で
「
国
栖
」
と
書
き
、
土つ
ち
蜘ぐ

蛛も

と
も
呼
ば
れ
ま
す
）も
そ
の
一
つ
で
す
。
吉よ
し
野の

の
ク
ズ
の
人
び
と
が
、
酒
を
奉
た
て
ま
つる
時
に
、
歌
を
歌
い
、
歌
い
終
わ
る
と
笑
う
と
い
う
記
述
か
ら
、
彼
ら
が
独

自
の
歌
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
暑
い
時
期
に
男
女
が
川
に
出
向
い
て
、
久く

慈じ
（
現
在
の
茨
城
県
太
田
市
）の
お
い
し
い
酒
を
飲
ん
で
、
筑つ
く

波ば

の

都み
や

曲こ
ぶ
り、

つ
ま
り
都
風
の
歌
を
歌
っ
て
楽
し
む
と
い
う
、『
常ひ
た

陸ち
の

国く
に

風
土
記
』
の
記
述
か
ら
、
人
び
と
が
歌
を

楽
し
ん
だ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
歌う

た
垣が
き
と
い
う
、
男
女
が
山
や
市い
ち
に
集
ま
っ
て
互
い
に
歌
を
交
わ
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し
、
踊お
ど
っ
て
遊
ぶ
行
事
を
思
わ
せ
ま
す
。
実
際
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
収
め
ら
れ
た
歌か

謡よ
う
の
大

半
が
歌
垣
の
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
旋せ

ん
律り
つ

は
不
明
で
す
。
そ
れ
で
も
、
人
び
と
が

歌
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

　
次
に
楽
器
の
記
述
を
み
ま
し
ょ
う
。『
風
土
記
』（
山や
ま
城し
ろ
国の
く
に）に
は
海
辺
で
笛
を
吹
い
た
ら
竜り
ゅ

神う
じ
んが

現
れ
た
と

い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
に
は
、
枯か

ら
野の

と
い
う
名
前
の
船
を
燃
や
し
て

残
っ
た
木
材
か
ら
作
っ
た
琴
が
素
晴
ら
し
い
音
色
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
似

た
話
が
中
国
の
『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
編
者
が
そ
れ
を
読
ん
で
加
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
琴
や
笛
が
楽
器
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

（
五
）
文
字
・
儒じ
ゅ

教き
ょ
うの
導
入
と
音
楽

　
漢
字
と
儒
教
は
中
国
で
生
ま
れ
た
文
化
で
す
が
、
日
本
の
音
楽
に
も
か
か
わ
り
を
も
ち
ま
す
。

　
漢
字
が
使
え
な
け
れ
ば
、
外
国
と
の
交こ

う
渉し
ょ
うが

で
き
ず
、
儒
教
や
仏
教
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
自
分
た
ち
の

歴
史
や
文
学
を
記
録
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
漢
字
が
伝
わ
る
前
か
ら
、
日
本
語
は
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
文
字
が
な
い
の
で
、
日
本
語
の
発
話
は
口
頭
で
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
記
憶
す
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
漢
字
を
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
無
視
し
て
日
本
語
の
音お

ん
節せ
つ

を
示
す
た
め
に
使
う
よ
う
に
な
り
ま


