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更
新

日
本
語
の
リ
ズ
ム

萩
原

義
雄

古
代
人
の
歌
謡
と
は

古
の
人
々
に
と
っ
て
己
が
胸
に
溢
れ
る
自
然
な
思
い
が
呼
吸
と
と
も
に
唇
を
介
し
て
ほ
と
ば
し
る
と
き
、
そ
れ
が
音
と
な
り
、

一
つ
の
リ
ズ
ム
と
な
っ
た
。
身
体
の
運
動
も
そ
れ
に
伴
っ
て
揺
ら
い
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
原
始
民
族
に
似
た
歌
舞
の
姿
が
映
し
出

さ
れ
も
し
よ
う
。
こ
の
衝
撃
的
な
音
声
が
一
つ
の
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
た
こ
と
ば
と
な
り
、
素
朴
な
ま
で
に
も
一
種
の
修
辞
技
巧

が
取
り
込
ま
れ
、
日
本
語
の
詩
歌
と
し
て
完
成
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
日
本
語
を
リ
ズ
ム
に
乗
せ
な
が
ら
最
も
抵
抗
の
少
な
い
素

朴
な
形
態
が
選
択
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
極
み
の
な
か
で
喜
怒
哀
楽
を
表
現
す
る
の
に
、
こ
と
ば
以
上
に
身
体
運
動
な
る
音
楽

的
表
現
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ご
く
自
然
に
即
興
性
の
あ
る
単
純
な
五
七
調
と
七
五
調
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
歌

と
成
っ
て
響
き
合
う
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
古
代
歌
謡
で
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
八
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
『
古
事
記
』
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
素

盞
烏
命
が
、八

雲
立
つ

出
雲
八
重
垣

妻
籠
み
に

八
重
垣
作
る

そ
の
八
重
垣
を

と
い
う
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
荘
重
な
短
い
歌
が
見
え
て
い
て
、
こ
れ
は
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和

歌
集
』
の
仮
名
序
に
お
い
て
も
、
「
人
の
世
と
な
り
て
素
盞
烏
命
よ
り
ぞ
み
そ
も
じ
あ
ま
り
ひ
と
も
じ
は
よ
み
け
る
」
と
云
い
、
『
新

古
今
和
歌
集
』
の
序
に
お
い
て
も
、
「
や
ま
と
歌
は
、
む
か
し
天
地
ひ
ら
け
は
じ
め
て
、
人
の
し
わ
ざ
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
し
時
、

葦
原
の
中
つ
国
の
言
の
葉
と
し
て
、
稲
田
姫
、
素
鵞
の
里
よ
り
ぞ
つ
た
は
れ
り
け
る
」
と
あ
る
。
音
の
数
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

す

さ

と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
。
故
金
田
一
春
彦
博
士
は
、
「
拍
（
音
節
）
の
切
れ
目
が
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
ど
う
や
ら
、
日

は
く

本
語
の
性
格
の
一
つ
ら
し
い
」
と
云
い
、
「
こ
の
こ
と
は
日
本
人
が
一
拍
一
拍
を
単
位
と
す
る
文
字
―
す
な
わ
ち
、
カ
ナ
を
も
っ
て
い

る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
云
う
。
即
ち
、
拍
の
切
れ
目
が
明
瞭
な
こ
と
ば
が
日
本
語
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

こ
の
七
五
調
と
五
七
調
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
過
去
に
も
多
く
の
学
識
者
が
討
議
し
て
き
た
大
き
な
衆
目
課
題
で
も
あ
る
。

実
際
に
、
詩
・
歌
謡
を
ご
自
分
で
創
作
し
て
み
る
と
、

二
・二
・二
・
一
、
二
・
二
・
一
の
七
五
調

二
・二
・
一
、
二
・二
・二
・
一
の
五
七
調

と
い
う
、
四
・
三
か
、
三
・
四
の
リ
ズ
ム
が
一
つ
の
声
調
と
な
っ
て
表
出
す
る
。
こ
の
響
き
合
い
の
う
ち
に
リ
ズ
ム
が
刻
ま
れ
て
い
く
。

「
う
た
こ
と
ば
」
の
発
生

七
五
調
と
五
七
調
の
リ
ズ
ム
で
立
て
続
け
に
歌
い
上
げ
て
い
く
な
か
で
、
枕
詞
と
い
う
特
別
な
冠
語
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
。

青
山
に

日
が
隠
ら
ば

ぬ
ば
た
ま
の

夜
は
出
で
な
む

あ
を
や
ま

ひ

か
く

よ

「
ぬ
ば
た
ま
の
」
と
い
う
語
に
歌
意
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
句
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
よ
り
リ
ズ
ミ
カ
ル
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の

「
歌
枕
」
に
は
嘗
て
は
ひ
と
つ
の
物
語
が
あ
っ
た
や
も
し
れ
な
い
。
単
な
る
語
と
語
と
の
連
結
で
は
な
く
、
本
縁
譚
を
介
し
て
繋
ぎ
止

め
て
い
く
仕
組
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
時
が
立
つ
に
つ
れ
、
こ
の
言
葉
の
深
意
を
離
れ
て
単
な
る
作
歌
技
巧
の
一
様
式
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
も
活
か
さ
れ
続
け
て
行
く
。
音
の
数
を
五
・
七
や
七
・
五
で
調
え
て
い
く
上
で
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
「
枕
詞
」
が
ふ
ん
だ
ん
に

用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
卷
第
二
の
内
大
臣
藤
原
卿
（鎌
足
）
が
鏡
王
女
に
贈
っ
た
歌
に
、

玉
く
し
げ

み
も
ろ
の
山
の

さ
な
か
づ
ら

さ
ね
ず
は
遂
に

あ
り
か
つ
ま
し
じ

に
は
、
枕
詞
「
玉
く
し
げ
【
玉
櫛
笥
】
」
と
い
う
、
蓋
に
対
す
る
身
の
意
味
で
「
み
も
ろ
」
の
「
み
」
に
掛
か
り
、
「
玉
く
し
げ

み
も
ろ
の

山
の

さ
な
か
づ
ら
」
ま
で
が
次
の
「
さ
ね
（
寝
）
」
に
続
く
序
詞
と
い
う
。
斎
藤
茂
吉
は
、
『
万
葉
秀
歌
』
の
な
か
で
、
「
そ
こ
で
一
首

は
、
さ
う
い
ふ
け
れ
ど
も
、
お
ま
へ
と
か
う
し
て
寝
ず
に
は
、
ど
う
し
て
居
ら
れ
な
い
の
だ
」
と
歌
意
す
る
。
こ
の
意
味
を
表
現
す
る

の
に
「
玉
く
し
げ
」
「
み
も
ろ
の
山
」
「
さ
な
か
づ
ら
」
と
麗
し
き
品
々
や
美
し
い
景
色
を
並
べ
立
て
て
表
現
す
る
。
茂
吉
は
此
の
歌
を



「
端
的
で
身
体
的
に
直
接
で
な
か
な
か
い
い
歌
」
と
い
う
。
こ
の
歌
の
精
神
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
が
育
み
出
さ
れ

き
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
首
、
東
国
地
方
の
読
み
人
知
ら
ず
の
東
歌
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

吾
が
恋
は

ま
さ
か
も
か
な
し

草
枕

多
胡
の
入
野
の

何
ど
か
吾
が
せ
む

あ

た

ご

あ

あ

と
あ
っ
て
、
「
草
枕
」
と
い
う
言
葉
の
表
現
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
一
首
の
リ
ズ
ム
性
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
が

荘
重
な
五
七
調
を
基
調
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
流
麗
な
七
五
調
三
句
切
れ
の
歌
を
多
く
詠
む
。
そ
し
て
、

枕
詞
や
序
詞
の
技
巧
表
現
を
脱
し
て
、
縁
語
や
懸
詞
を
多
用
し
て
い
く
、
比
喩
法
や
擬
人
法
も
用
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、

叙
景
歌
と
云
っ
て
も
、
現
実
に
見
る
景
色
を
詠
う
の
で
は
な
く
、
観
念
の
な
か
で
景
観
を
詠
む
い
わ
ば
機
智
を
優
婉
な
リ
ズ
ム
で

乗
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
卷
第
五
秋
歌
下
に
見
え
る
素
性
法
師
の
歌
に
、

も
み
ぢ
葉
の

流
れ
て
と
ま
る

湊
に
は

紅

深
き

波
や
立
つ
ら
む

み
な
と

く
れ
な
ゐ

と
あ
っ
て
、
詞
書
き
「
二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
竜
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
か
け
り
け

る
を
題
に
て
よ
め
る
」と
い
う
具
合
に
、
屏
風
絵
の
景
観
を
見
な
が
ら
詠
む
の
で
あ
る
。

「今
様
」
と
云
う
歌

今
様
と
い
う
の
は
、
神
楽
・
催
馬
樂
・
風
俗
・
朗
詠
な
ど
に
対
す
る
、
こ
れ
ら
よ
り
新
し
き
今
風
の
歌
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
原

則
は
七
五
調
四
句
か
ら
な
り
、
聲
明
と
い
う
仏
教
唱
歌
で
あ
る
「
和
讃
」
の
曲
調
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
に
『
梁
塵
秘
抄
』
の

今
様
歌
が
あ
る
。

ほ
と
け
は
つ
ね
に

い
ま
せ
ど
も

う
つ
ゝ
な
ら
ぬ
ぞ

あ
は
れ
な
る

人
の
お
と
せ
ぬ

あ
か
つ
き
に

ほ
の
か
に
ゆ

め
に

み
え
た
ま
ふ

と
白
拍
子
が
舞
を
舞
い
な
が
ら
謡
い
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
は
れ
な
る
」
に
は
、
帰
依
敬
仰
の
寂
び
寂
び
と
し
た
幽
邃
な
余
情

を
含
み
込
ん
で
い
る
。

民
謡
の
き
ま
り
文
句

室
町
時
代
に
な
れ
ば
、
連
歌
師
の
活
躍
が
目
立
ち
、
柴
屋
軒
宗
長
が
編
纂
し
た
『
閑
吟
集
』
な
る
書
が
刊
行
さ
れ
る
。
早
歌
と

い
う
七
五
調
の
語
り
物
風
の
長
い
も
の
が
衰
微
し
、
宴
曲
が
誕
生
す
る
。
こ
の
宴
曲
は
今
様
の
よ
う
な
の
び
や
か
で
ゆ
っ
た
り
し

た
長
伸
ば
し
に
歌
わ
ず
に
、
早
歌
で
テ
ン
ポ
の
早
い
歌
い
方
を
す
る
。
長
編
物
か
ら
短
編
物
へと
い
う
傾
向
に
あ
る
。
「
隆
達
小
歌
」

と
な
っ
て
、
七
七
七
五
の
民
謡
の
基
礎
が
こ
こ
に
誕
生
す
る
。
そ
の
流
行
歌
謡
の
集
成
が
こ
の
『
閑
吟
集
』で
あ
る
。

は
な
の
に
し
き
の

し
た
ひ
も
は

と
け
て
な
か
な
か

よ
し
な
や

や
な
ぎ
の
い
と
の

み
だ
れ
ご
こ
ろ

い
つ
わ
す

れ
う
ぞ

ね
み
だ
れ
が
み
の

お
も
か
げ

と
い
う
ふ
う
に
、
三
四
五
／
三
四
四
。
四
三
三
三
／
二
五
／
四
三
四
と
い
う
七
五
調
の
リ
ズ
ム
の
変
形
で
は
あ
る
が
、
こ
と
ば
に

則
し
た
ゆ
っ
た
り
と
し
た
自
由
な
音
律
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
、
最
後
が
四
音
で
終
わ
る
、
こ
れ
が
中
世
小
歌
の
大
き
な
特
徴

で
も
あ
っ
た
。お

も
し
ろ
や

京
に
は
車

淀
に
舩

桂
の
川
に
や

鵜
飼
舩

と
い
う
田
植
え
歌
ら
し
く
な
い
田
植
え
歌
が
京
都
府
加
佐
郡
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

咲
い
た
桜
に

な
ぜ
駒
つ
な
ぐ

駒
が
勇
め
ば

花
が
散
る

こ
う
い
う
七
七
七
五
の
リ
ズ
ム
が
民
謡
の
節
に
乗
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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更
新

日
本
語
の
リ
ズ
ム
そ
の
２

萩
原

義
雄

音
拍
を
知
ろ
う

一
拍
及
び
二
拍
の
語
が
日
本
語
の
基
本
語
で
あ
り
、
古
来
日
本
語
と
大
き
く
変
容
し
て
い
な
い
こ
と
ば
表
現
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
朝
の
音
で
あ
る
鷄
の
鳴
き
声
「コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」は
何
拍
？

こ
と
ば
に
合
わ
せ
て
兩
手
で
叩
い
て
数
え
て
み
ま
し
ょ
う
！

う
み

そ
ら

な
み

ふ
ね

つ
く
え

で
は
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
数
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ピ
ア
ノ

た
い
こ

ね
ず
み

※
二
歳
の
子
ど
も
が
「
こ
ど
も
」
を
「
ト
モ
」
、
「
た
だ
い
ま
」
を
「
タ
イ
マ
」
と
言
っ
た
り
す
る
の
は
音
の
数
を
り
か
い
で
き
て
い
な
い
か

ら
で
す
。

次
に
「
あ
お
い

う
み
」
「ア
オ
イ

ウ
ミ
」

「
あ
お
い

え
の
ぐ
で

う
み
の

え
を

か
く
」

ぞ
う

パ
ン

ケ
ー
キ

ね
こ

こ
た
つ

こ
ん
ば
ん
は

（こ
ん

ば
ん

わ
）
（こ

ん

ば

ん

わ
）

う
ど
ん

て
ん
ぷ
ら

て
ん
ぷ
ら
う
ど
ん

似
た
こ
と
ば
で
、

に
じ

に
じ
ん

に
ん
じ
ん

か
ば

か
ば
ん

か
ん
ば
ん

ち
ょ
っ
と
長
め
の
文
章
で
、

「
雨
天
の
運
転
、
気
を
つ
け
て
」
→
う
て
ん
の
、
う
ん
て
ん
、
き
を
つ
け
て
？

「三
分
間
、
待
つ
ん
だ
よ
」→
さ

ん

ぷ

ん

か

ん
、
ま

つ

ん

だ

よ
。

「旅
行
に
行
っ
て
、
旅
館
に
泊
ま
っ
た
」
→

い
ろ
い
ろ
な
音
の
聞
き
取
り
実
験

音
は
、
聞
き
方
一
つ
で
そ
れ
が
何
の
音
で
あ
る
か
を
私
た
ち
は
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
に
幾
つ
か
の
音
の
場
面
状
況



を
設
定
す
る
た
め
の
「
聞
き
な
し
の
音
」
を
用
意
し
ま
し
た
。
実
音
（
他
に
、
模
写
音
・
人
声
音
）を
用
意
す
る
だ
け
の
時
間
が
な
か

っ
た
の
で
、
今
回
は
私
が
声
に
だ
し
て
表
現
し
ま
す
の
で
ど
の
よ
う
な
場
面
状
況
音
で
あ
る
か
を
記
録
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
で
は
、

は
じ
め
ま
し
ょ
う
！

①
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ

ぽ
っ
ぽ
っ
ぽ
っ

②
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
…
…
カ
ッ
カ
ッ
カ
ッ
カ
ッ
…
…

③
パ
タ
パ
タ
パ
タ
パ
タ
、
パ
タ
パ
タ
パ
タ
パ
タ

④
パ
タ
パ
タ
パ
タ
パ
タ
、
バ
タ
バ
タ
バ
タ
バ
タ

⑤
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
…
…
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
…
…

⑥
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
…
…

タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
タ
カ
…
…

⑦
テ
ン
、
テ
ン
テ
ン
…
…
テ
ケ
テ
ン
、
テ
ン
…
…
。

⑧
ト
ン
ト
コ
、
ト
ン
ト
コ
、
ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト
ン
、
ト
コ
ト
ン
、
ト
コ
ト
ン
。

⑨
ト
ン
ト
ン
、
ド
ン
ド
ン
。

⑩
キ
ン
キ
ン
、
ギ
ン
ギ
ン
。

⑪
パ
タ
パ
タ
、
バ
タ
バ
タ
。

⑫
ペ
ト
ペ
ト
、
ベ
ト
ベ
ト
。

⑬
ポ
ト
ポ
ト
、
ボ
ト
ボ
ト
。

⑭
ピ
ン
ピ
ン
、
ビ
ン
ビ
ン
。

こ
ん
ど
は
、
様
々
な
笑
い
方
を
し
ま
す
。

⑮
ア
ハ
ハ
ハ
ハ
、
イ
ヒ
ヒ
ヒ
ヒ
。

⑯
ウ
フ
フ
フ
フ
、
エ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
。

⑰
オ
ホ
ホ
ホ
ホ
ッ
。

⑱
ハ
ヒ
ヒ
ヒ
ヒ
、
フ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ。

⑲
ホ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
ヒ
フ
ヘ
ホ
、
ハ
ナ
！

※
如
何
で
し
ょ
う
か
？
…
…
実
は
、
こ
こ
に
も
繰
り
返
し
の
音
に
よ
る
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
の
リ
ズ

ム
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
と
、
こ
と
ば
遊
び
の
世
界
へと
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
実
例
を
一
つ
だ
け
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
尻
合
わ
せ
」
と
い
う
こ
と
ば
遊
び
で
す
。

①
信
州
信
濃
の
新
蕎
麦
よ
り
も
、
あ
た
し
ゃ
あ
な
た
の
傍
が
よ
い
。

そ

ば

そ
ば

②
亀
の
甲
よ
り
年
の
功

③
男
は
度
胸
、
女
は
愛
嬌
。
坊
主
は
お
経
で
、
漬
け
物
は
辣
韮
。

④
驚
き
桃
の
木
山
椒
の
木

⑤
蜜
柑
、
金
柑
、
酒
の
燗
、
親
の
云
う
こ
と
子
は
聞
か
ん
。

⑥
ブ
リ
キ
に
狸
に
蓄
音
機
。

⑦
あ
た
り
き
車
力
、
車
引
き
。

⑧
こ
り
ゃ
た
ま
げ
た
、
日
和
下
駄
。

⑨
か
え
る
が
も
え
る
、
か
え
る
に
す
え
る
、
か
え
る
も
す
え
る
〈
松
岡
享
子
『
か
え
る
が
み
え
る
』こ
ぐ
ま
社
刊
〉

⑩
な
ん
の
き
こ
の
き

こ
の
き
は
ひ
の
き

り
ん
き
に
せ
ん
き

き
で
や
む
あ
に
き

な
ん
の
き
そ
の
き

そ
の
き
は
み
ず
き

た
ん
き
は
そ
ん
き

あ
し
た
は
て
ん
き

な
ん
の
き
あ
の
き

あ
の
き
は
あ
の
き

ば
け
そ
こ
な
つ
て

あ
お
い
き
と
い
き



〈
谷
川
俊
太
郎
『こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
』
福
音
館
書
店
刊
〉

こ
の
反
対
も
あ
り
ま
す
。
「
頭
合
わ
せ
」

①
瓜
売
り
が
瓜
売
り
に
来
て
売
り
残
し
売
り
売
り
帰
る
瓜
売
り
の
声

②
歌
う
た
い
が
歌
う
た
え
と
い
う
が

歌
う
た
い
の
よ
う
に
歌
う
た
わ
れ
た
ら
歌
う
た
い
の
よ
う
に
歌
う
た
う
け
れ
ど
も

歌
う
た
い
の
よ
う
に
歌
う
た
わ
れ
な
い
か
ら

歌
う
た
い
の
よ
う
に
歌
う
た
わ
ぬ

③
天
王
寺
の
舞
々
堂
か
ら
舞
を
舞
え
と
の
毎
度
の
使

前
度
の
よ
う
に
舞
が
舞
え
る
な
ら
参
っ
て
舞
も
舞
い
ま
す
け
れ
ど

前
度
の
よ
う
に
舞
が
舞
え
ま
せ
ぬ
ゆ
え

参
っ
て
舞
は
舞
い
ま
せ
ぬ

ら
く
だ
に

の
っ
た

だ
る
ま
さ
ん

だ
る
ま
さ
ん
が
、
…
…

ら
く
だ
に
の
っ
て
い
ま
す
。

…
じ
ゃ
あ
、
ら
く
だ
に
な
に
が

乗
っ
て
い
る
の
？

だ
る
ま
さ
ん
、
だ
る
ま
さ
ん
。

じ
ゃ
あ
、
だ
る
ま
さ
ん
は

何
に
乗
っ
て
い
る
の
？

ら
く
だ
、
ら
く
だ
。

そ
う
、
「だ
る
ま
さ
ん
が
、
ら
く
だ
に
乗
っ
て

ら
く
だ
ら
く
だ
」
っ
て
。

だ
る
ま
さ
ん
が
、
ら
く
だ
に
乗
っ
て

ら
く
だ
ら
く
だ

だ
る
ま
さ
ん
が
、
ら
く
だ
に
乗
っ
て

ら
く
だ
ら
く
だ

そ
う
し
た
ら
、
ら
く
だ
が

ど
ん
ど
ん

か
け
だ
し
た
の
！

ら
く
だ
が

ど
ん
ど
ん

か
け
だ
し
た
の
！

ら
く
だ
が

ど
ん
ど
ん

か
け
だ
し
た
ら
、

そ
れ
で
、
だ
る
ま
さ
ん
、
こ
ろ
こ
ろ
、
こ
ろ
こ
ろ
、
こ
ろ
が
っ
た
の
。

そ
れ
で
、
ら
く
だ
が
、
こ
ろ
こ
ろ
、
こ
ろ
こ
ろ
、
こ
ろ
が
っ
た
の
…
…
。

声
は
全
身
で
つ
く
り
だ
す

今
ま
で
、
日
本
語
の
こ
と
ば
の
音
に
つ
い
て
こ
と
ば
の
復
習
を
し
て
み
ま
し
た
。
の
ど
や
口
、
鼻
を
い
ろ
い
ろ
に
使
っ
て
音
を
つ
く

り
だ
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
音
の
本
と
成
っ
て
い
る
の
が
、
肺
か
ら
出
て
く
る
空
気
、
「
息
」
だ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
肺
か

ら
気
管
を
通
し
て
送
り
込
ま
れ
て
く
る
息
が
声
帯
を
振
動
さ
せ
て
声
に
成
る
か
ら
で
す
。



よ
い
音
を
出
す
た
め
に
は
、
肺
か
ら
た
く
さ
ん
の
息
を
送
り
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
息
の
通
り
道
で
あ
る
気
管
を
ま

っ
す
ぐ
に
し
て
お
か
な
い
と
、
う
ま
く
息
は
通
り
ま
せ
ん
。
肺
か
ら
空
気
を
上
手
に
送
り
出
す
に
は
、
胸
や
お
な
か
や
背
中
の
筋

肉
を
上
手
に
使
う
こ
と
で
す
。
気
管
を
ま
っ
す
ぐ
す
る
に
は
、
姿
勢
を
正
し
く
調
え
る
こ
と
が
肝
要
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
「
お
な

か
か
ら
声
を
だ
す
」
「声
は
身
体
全
体
で
つ
く
り
だ
す
」と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
す
。

実
は
、
身
体
だ
け
で
は
な
く
、
気
持
ち
の
持
ち
方
も
、
声
に
影
響
し
て
き
ま
す
。
人
は
緊
張
す
る
と
、
息
が
や
た
ら
め
っ
た
ら
早

く
な
り
、
喉
や
口
が
堅
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
音
の
調
節
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
声
は
内
に
籠
も
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
よ
い
発
音
と
は
と
訊
ね
ら
れ
れ
ば
、
常
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
声
を
出
す
こ
と
を
心
懸
け
る
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
ま
す
と
、
声
を
出
し
て
音
を
作
る
こ
と
は
、
実
に
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
り
、
む
つ
か
し
い
よ
う
に
も
思

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
毎
日
こ
と
ば
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
意
識
し
て
練
習
す
る
こ
と
で
皆
さ
ん
も
次
第
に
う
ま
く
声

を
だ
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
！

詩
の
朗
読

竹

萩
原

朔
太
郎

光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、

青
竹
が
生
え
、

地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え
、

根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み
、

根
の
先
よ
り
繊
毛
が
生
え
、

わ

た

げ

か
す
か
に
け
ぶ
る
繊
毛
が
生
え
、

か
す
か
に
ふ
る
え
。

か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え
、

地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、

ま
つ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え
、

凍
れ
る
節
節
り
ん
り
ん
と
、

こ
お青

空
の
も
と
に
竹
が
生
え
、

竹
、
竹
、
竹
が
生
え
。

小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り

こ
じ
や

う

島
崎

藤
村

小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り

雲
白
く
遊
子
悲
し
む

緑
な
す
蘩
蔞
は
萌
え
ず

は

こ

べ

若
草
も
籍
く
に
よ
し
な
し

し
ろ
が
ね
の
衾
の
岡
辺

日
に
溶
け
て
淡
雪
流
る

あ
は
ゆ
き

あ
た
ゝ
か
き
光
は
あ
れ
ど

野
に
満
つ
る
香
も
知
ら
ず

か
を
り

浅
く
の
み
春
は
霞
み
て

か
す

麦
の
色
わ
づ
か
に
青
し

旅
人
の
群
は
い
く
つ
か

む
れ

畠
中
の
道
を
急
ぎ
ぬ

は
た
な
か

暮
れ
行
け
ば
浅
間
も
見
え
ず

歌
哀
し
佐
久
の
草
笛

か
な

さ

く

千
曲
川
い
ざ
よ
ふ
波
の

岸
近
き
宿
に
の
ぼ
り
つ

濁
り
酒
濁
れ
る
飲
み
て

に
ご草

枕
し
ば
し
慰
む

く
さ
ま
く
ら

な
ぐ
さ

は
こ
べ
【

・
繁
縷
】
ナ
デ
シ
コ
科
の
越
年
草
。
山
野
・
路
傍
に
自
生
、
し
ば
し
ば
群
生
す
る
。
高
さ1

5

～5
0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
下

部
は
地
に
臥
す
。
葉
は
広
卵
形
で
柔
ら
か
い
。
春
、
白
色
の
小5

弁
花
を
開
く
。
鳥
餌
ま
た
は
食
用
に
供
し
、
利
尿
剤
と
も
す
る
。
春
の

七
草
の
一
つ
。
あ
さ
し
ら
げ
。
は
こ
べ
ら
。


