
いことばの

上
うえ

畑
はた

 史
ふみ

奏
（
ロ
マ
の
音
楽
家
が
多
い
）、
そ
し
て
セ
ル
ビ
ア
料
理
も
提

供
さ
れ
る
カ
フ
ァ
ナ
は
、
一
九
世
紀
に
誕
生
し
、
民
俗
文
化

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
、
現
代
の
人
び
と
に
も
親
し
ま
れ
て
い

る
。
近
年
で
は
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
（
セ
ル
ビ
ア
語
で
ク
ル
ブ
）
と

カ
フ
ァ
ナ
を
融
合
し
た
「
ク
ル
バ
ナ
」
と
い
う
業
態
す
ら
登

場
し
、
若
者
を
魅
了
し
て
い
る
。

カ
フ
ァ
ナ
で
メ
ラ
ク
の
真
っ
最
中
に
あ
る
人
は
一
目
瞭
然

で
あ
る
。
感
極
ま
っ
て
グ
ラ
ス
を
床
に
投
げ
つ
け
割
っ
た
り
、

男
女
問
わ
ず
天
を
仰
ぐ
よ
う
に
両
手
を
広
げ
、
音
楽
に
陶
酔

し
て
い
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ラ
ク
を
盛
り
上
げ
る
音

楽
と
し
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
南
部
に
顕
著
な
、
ト
ル
コ
風
の
オ

リ
エ
ン
タ
ル
な
音
楽
が
最
適
と
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
う
し
た

音
楽
や
、
メ
ラ
ク
や
カ
フ
ァ
ナ
と
い
っ
た
語
彙
は
、
セ
ル
ビ

ア
が
一
九
世
紀
以
前
に
経
験
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
支

配
に
由
来
す
る
。

同
帝
国
の
支
配
を
脱
し
た
一
九
世
紀
後
期
、
あ
ら
ゆ
る
局

面
で
西
洋
化
が
推
進
さ
れ
る
な
か
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
文
化

を
温
存
し
た
の
が
カ
フ
ァ
ナ
で
あ
り
、
そ
の
古
風
な
佇た
た
ずま
い

ゆ
え
、
セ
ル
ビ
ア
ら
し
い
空
間
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
ん

な
カ
フ
ァ
ナ
で
繰
り
返
さ
れ
慣
例
化
し
た
メ
ラ
ク
に
起
因
す

る
行
為
は
、
セ
ル
ビ
ア
人
ら
し
い
心
性
の
発
露
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。

大
酒
を
飲
み
、
演
奏
に
合
わ
せ
て
歌
っ
た
り
、
泣
い
た
り
、

わ
た
し
は
未
経
験
だ
が
グ
ラ
ス
を
割
っ
た
り
…
…
。
だ
が
、

そ
の
翌
日
は
意
外
に
も
清す
が

々す
が

し
い
。
む
し
ろ
そ
の
と
き
演
奏

さ
れ
て
い
た
楽
曲
が
一
生
の
宝
物
に
な
っ
た
り
す
る
。
な
ぜ

な
ら
メ
ラ
ク
に
浸
る
人
は
、迷
惑
な
「
の
ん
べ
え
」
で
は
な
く
、

セ
ル
ビ
ア
人
ら
し
い
「
愛
す
べ
き
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
か
ら
だ
。
引
用
し
た
二
曲
目
の
歌
詞
の
な
か
で
、
女
性

が
「
彼
を
愛
し
て
い
る
わ
」
と
語
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

東
欧
、
バ
ル
カ
ン
半
島
に
位
置
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
大
衆
音

楽
に
、
こ
ん
な
歌
詞
の
楽
曲
が
あ
る
。

喜
び
悲
し
み
／
人
は
な
ぜ
酒
を
飲
む
の
か
／
俺
は

早
い
時
間
か
ら
飲
む
／
そ
れ
が
メ
ラ
ク
な
の
さ
／
一
生

ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
で
他
の
こ
と
は
知
ら
な
い
／
俺
は
ワ

イ
ン
と
女
を
楽
し
む
奴
だ
よ
／
だ
か
ら
家
が
な
く
て
通

り
で
寝
る
の
さ
（「
メ
ラ
ク
リ
ヤ
」
ベ
キ
・
べ
キ
ッ
チ
）

今
夜
、
わ
た
し
の
大
切
な
人
が
最
高
に
盛
り
上
が
る

の
／
酒
場
で
朝
ま
で
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
／
彼
は
メ
ラ
ク

の
た
め
に
悪
魔
に
魂
を
売
る
で
し
ょ
う
／
そ
ん
な
豪
快

な
彼
を
愛
し
て
い
る
わ
（「
豪
快
な
人
」
ア
ナ・ベ
ク
ー
タ
）

 

こ
う
し
た
歌
詞
の
文
脈
に
お
い
て
「
メ
ラ
ク
（мелак

）」

は
、「
快
楽
」
と
で
も
訳
せ
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
き
っ
と
セ

ル
ビ
ア
人
は
納
得
し
な
い
。
メ
ラ
ク
は
セ
ル
ビ
ア
人
に
と
っ

て
さ
え
説
明
が
容
易
で
な
い
情
感
的
な
単
語
で
あ
る
。
あ
る

者
は
「
窮
屈
な
靴
を
履
い
て
歩
き
回
り
、
帰
宅
し
て
靴
を
脱

ぐ
瞬
間
」
に
例
え
、
ま
た
別
の
者
は
「
バ
ル
カ
ン
流
の
涅ね

槃は
ん

」

と
換
言
す
る
。

つ
ま
り
、
メ
ラ
ク
と
は
苦
悩
や
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
、

安あ
ん

堵ど

や
幸
福
感
に
満
た
さ
れ
る
感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
ば
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
詞
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
を

単
な
る
「
の
ん
べ
え
」
と
み
な
す
の
は
正
し
く
な
い
。
彼
ら
の

人
生
や
生
活
の
背
後
に
悲
し
み
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
聴

衆
は
メ
ラ
ク
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
感
じ
と
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
セ
ル
ビ
ア
人
が
メ
ラ
ク
の
境
地
に
至
る
に
は
前
提

と
な
る
条
件
が
あ
る
。
酒
と
音
楽
で
あ
る
。
そ
の
た
め
メ
ラ

ク
は
、
こ
れ
ら
を
同
時
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
カ
フ
ァ
ナ

（
酒
場
）
で
生
じ
る
感
覚
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
酒
と
生
演

愛すべき「のんべえ」
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