
（
一
）

「
初
音
ミ
ク
」
「
巡
音
ル
カ
」
な
る
歌
手
を
御
存
知
に
て
候
哉
。
い
づ
れ
も
實
在
人
物
に
は
無
之
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

め
ぐ
り
ね

そ
ろ
や

こ
れ
な
く

て
開
發
し
た
る
音
聲
に
て
歌
ふ
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
上
の
女
性
に
て
候
。
歌
の
巧
み
に
て
候
儀
、
現
身
の
歌
手
の
比
に
は
無

そ
ろ
ぎ

之
、
何
ぞ
況
ん
や
A
K
B
の
如
き
小
學
生
竝
の
歌
と
同
斷
に
論
ず
る
を
や
。
非
實
在
と
は
申
す
條
、
姿
形
を
具
へ
、
世

の
若
者
の
中
に
は
フ
ァ
ン
尠
か
ら
ず
と
の
由
に
て
候
。

始
め
に
デ
ビ
ュ
ー
致
し
候
は
初
音
ミ
ク
。
畫
像
は
A
K
B
を
彷
彿
せ
し
め
て
候
へ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
歌
を

見
事
に
歌
ひ
て
候
。
軍
歌
さ
へ
巧
み
に
歌
ひ
、
就

中
「
軍
艦
マ
ー
チ
」
の
調
べ
は
絶
讃
に
價
す
と
申
す
べ
く
候
。

な
か
ん
づ
く

一
方
の
「
巡
音
ル
カ
」
は
、
初
音
ミ
ク
に
對
抗
し
て
候
や
、
廿
代
後
半
の
美
女
に
し
て
、
落
着
き
た
る

風
情
あ
り
、
歌
の
調
べ
も
靜
か
に
て
候
。

島
崎
藤
村
の
「
初
戀
」
は
人
口
に
膾
炙
せ
る
詩
に
て
候
へ
ど
も
、
こ
れ
に
曲
あ
り
て
、
著
名
な
る
歌
手
の
歌
ひ
て
候
。

原
文
は
四
聯
か
ら
成
る
も
、
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
に
流
る
る
は
お
ほ
む
ね
三
番
迄
。

さ
て
、
「
巡
音
ル
カ
」
も
「
初
戀
」
を
歌
ふ
。
こ
こ
に
四
番
ま
で
あ
り
て
、
入

興
尋
常
に
て
は
候
は
ず
。

じ
ゆ
き
や
う

林
檎
畑
の
樹
の
下
に
お
の
づ
か
ら
成
る
細
道
は

誰
が
踏
み
そ
め
し
形
見
ぞ
と
問
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
戀
し
け
れ

ル
カ
の
「
樹
の
下
に
」
を
「
こ
の
し
た
に
」
と
歌
ふ
、
い
さ
さ
か
疑
念
有
之
。
藤
村
の
詩
に
は
ル
ビ
な
き
に
よ
り
て
、

詩
人
の
い
か
に
思
ひ
て
候
ひ
し
か
を
忖
度
す
る
や
容
易
な
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
我
が
推
察
は
「
こ
の
も
と
に
」
に
て

候
。
「
樹
」
を
「
き
」
と
讀
み
候
へ
ば
「
下
」
は
「
し
た
」、
「
こ
」
と
讀
め
ば
「
も
と
」
な
ら
ん
。
す
な
は
ち
「
き
の
し

た
」
ま
た
は
「
こ
の
も
と
」
な
ら
ん
と
ぞ
思
は
れ
て
候
。
格
別
の
理
あ
る
に
は
無
之
候
と
は
申
す
條
、
源
三
位
頼
政
も

で
う

げ
ん
ざ
ん
み

「
こ
の
も
と
に
椎
を
拾
ひ
て
世
を
わ
た
る
か
な
」
（
千
載
）
と
詠
み
て
候
。

一
方
、
「
問
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
」
を
如
何
に
讀
み
候
べ
し
や
は
、
文
語
音
讀
法
の
根
幹
に
か
か
は
る
大
問
題
な
る
に
よ
り

て
、
諸
兄
に
借
問
せ
ん
と
す
る
所
御
座
候
。
通
例
、
か
の
惡
む
べ
き
亡
國
の
「
現
代
假
名
遣
」
に
て
は
、
「
と
い
た
ま

し
や
も
ん

に
く

う
」
と
表
記
仕
り
候
へ
ど
も
、
文
語
な
る
に
よ
り
て
、
「
ア
ウ
」
は
「
オ
ー
」
と
讀
む
べ
し
。
さ
て
、
ル
カ
は
こ
れ
を

つ
か
ま
つ

「
と
い
た
も
ウ
ー
こ
そ
」
と
「
ウ
」
の
長
音
に
て
歌
ひ
て
候
。
「
と
い
た
も
オ
ー
こ
そ
」
と
「
オ
」
の
長
音
た
る
べ
き
に

は
候
は
ず
や
。

つ
ね
づ
ね
「
歌
ふ
」
は
「
ウ
タ
ウ
」
に
無
之
、
「
ウ
ト
ー
」
と
讀
む
べ
く
候
と
い
ふ
が
我
が
持
論
な
り
。
「
く
は
ふ

（
加
）」
はkuhahu

の
ハ
行
轉
呼
音
に
て
候
ひ
、
「kuw

au

」
に
な
り
候
は
め
ど
、w

au

は[oː
]

（[ɔː
]

に
あ
ら
ず
）
と
長

音
に
化
し
て
候
に
據
り
、
畢

竟[kuoː
]

と
な
り
て
畢
ん
ぬ
べ
し
。
片
假
名
表
記
を
す
れ
ば
「
ク
オ
ー
」
に
て
候
。
因
み

ひ
つ
き
や
う

を
は

に
、
「
憂
ふ
」
は[urehu]

のh

脱
落
し
て[ureu]

、
而
し
て[eu]

（
エ
ウ
）
は
「
ヨ
ー
」
と
化
し
て
候
へ
ば
、
す
な
は
ち

「
ウ
リ
ョ
ー
」
と
發
音
す
る
の
外
無
之
候
。

ほ
か
こ
れ
な
く
そ
ろ

戰
前
の
正
統
な
る
文
語
音
讀
の
録
音
の
殘
り
候
は
、
昭
和
大
帝
の
「
終
戰
の
詔
敕
」
の
玉
音
盤
に
て
候
。
大
帝
は
見

事
、
「
信
義
を
世
界
に
失
ふ
（
ウ
シ
ノ
オ
）
が
如
き
は
朕
最
も
之
を
戒
む
」
と
仰
せ
ら
れ
て
候
。
「
ウ
シ
ナ
ウ
」
に
も

「
ウ
シ
ノ
ウ
」
に
も
無
之
候
て
、
「
ウ
シ
ノ
オ
」
に
候
。

「
玉
音
放
送
」
を
手
本
と
し
て
、
文
語
音
讀
法
を
確
立
仕
る
べ
く
候
と
存
じ
候
。

（
二
）
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友



「
初
戀
」
冒
頭
は
か
く
歌
ひ
て
候
。

ま
だ
揚
げ
そ
め
し
前
髪
の

林
檎
の
下
に
見
え
し
と
き

前
に
刺
し
た
る
花
櫛
の

花
あ
る
君
と
思
ひ
け
り

そ
れ
が
し
、
若
輩
に
て
候
と
い
へ
ど
も
、
文
豪
の
名
作
に
納
得
せ
ざ
る
の
儀
有
之
、
今
試
み
に
こ
れ
に
添
削
を
施
さ

ん
と
存
じ
候
。

第
一
に
、
「
ま
だ
」
は
口
語
に
し
て
、
文
語
詩
に
は
不
適
切
と
い
ふ
外
無
之
候
。
「
今
に
及
び
て
そ
の
儀
に
及
ば
ず
」

の
「
今
だ
に
」
の
縮
ま
り
て
候
へ
ど
も
、
「
ま
だ
」
と
化
し
た
る
は
江
戸
の
世
に
て
候
へ
ば
、
正
統
文
語
文
に
用
ゐ
る
は

好
ま
し
か
ら
ず
。
由
つ
て
、
削
除
仕
り
候
。

第
二
に
、
「
揚
げ
そ
め
し
」
の
「
し
」
に
疑
義
有
之
候
。
さ
は
「
過
去
の
助
動
詞
『
き
』
の
連
體
形
」
な
る
は
言
ふ
に

及
ば
ず
候
と
い
へ
ど
も
、
「
き
」
は
英
語
の
過
去
完
了
に
似
て
、
地
の
文
過
去
に
て
候
へ
ば
、
そ
の
時
點
に
於
て
、
す
で

に
過
去
と
な
り
た
る
を
示
す
を
其
の
語
法
と
し
て
候
。
し
か
る
に
、
こ
こ
に
言
ふ
「
揚
げ
そ
め
し
」
は
、
「
今
、
髪
を
揚

げ
た
る
の
み
に
て
、
そ
の
初
々
し
き
に
胸
躍
る
」
の
心
を
言
へ
る
な
る
べ
く
候
。
怕
る
ら
く
は
、
髪
を
揚
げ
た
る
姿
を

う
ひ
う
ひ

お
そ

始
め
て
目
に
し
て
候
ふ
ら
ん
。
こ
れ
を
し
も
「
上
げ
そ
め
し
」
と
言
は
ん
に
は
、
「
す
で
に
前
に
そ
の
上
げ
た
る
を
見
た

れ
ど
も
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
あ
り
て
、
新
鮮
味
の
失
は
る
る
に
候
は
ず
や
。
「
き
」
に
あ
ら
ず
し
て
、
「
た
り
」
「
け
り
」
を

用
ゐ
ん
方
宜
し
か
る
べ
し
。

第
三
に
、
「
見
え
し
時
」
の
「
し
」
も
「
揚
げ
そ
め
し
」
と
同
じ
く
馴
染
み
難
く
候
。
そ
も
そ
も
、
「
時
」
の
前
に

「
し
」
の
來
り
候
條
、
爰
許
諾
ふ
を
得
ず
。
女
の
現
れ
候
以
前
に
す
で
に
見
て
候
ひ
し
が
如
く
に
て
、
理
を
盡
さ
ず
と
い

そ
ろ
で
う

こ
こ
も
と
う
べ
な

は
ざ
る
べ
け
ん
や
。
「
見
え
た
る
時
」
の
方
よ
か
ら
ん
。
今
、
能
動
に
し
て
、
「
見
て
し
時
」
と
致
し
候
は
ん
と
思
へ
ど

も
如
何
な
り
や
。
「
て
」
と
「
し
」
を
重
ぬ
れ
ば
、
「
て
」
に
よ
り
て
、
「
し
」
の
弱
ま
り
て
、
か
く
の
ご
と
き
論
理
矛
盾

の
生
ず
る
な
か
ら
ん
と
ぞ
思
ひ
て
候
。

第
四
に
「
前
に
刺
し
た
る
」
に
不
滿
あ
り
。
寧
ろ
、
櫛
は
「
刺
す
」
に
定
ま
り
て
、
「
着
く
」
に
も
「
切
る
」
に
も

「
穿
つ
」
に
も
無
之
候
へ
ば
、
あ
へ
て
言
ふ
の
要
な
し
。
「
前
に
燿
ふ
」
と
す
る
方
よ
か
ら
ん
。
さ
ら
に
「
前
髪
」
と

う
が

か
が
よ

「
前
に
」
と
「
前
」
の
二
つ
見
え
候
は
冗
漫
な
る
反
復
に
て
候
と
の
謗
り
を
免
れ
ず
、
か
く
し
て
「
彩
に
燿
ふ
花
櫛
の
」

あ
や

と
の
修
正
を
試
み
て
候
。

第
五
に
、
「
花
あ
る
君
と
思
ひ
け
り
」
は
平
板
の
極
み
。
就
中
「
思
ひ
け
り
」
は
主
観
的
に
候
て
、
作
者
の
思
ひ
て
候

の
み
な
れ
ば
、
何

爲
解
語
の
花
を
讃
ふ
る
に
足
ら
ん
や
。
「
花
あ
る
君
と
知
ら
れ
け
り
」
と
す
れ
ば
客
觀
性
を
帶
ぶ
る

な
ん
す
れ
ぞ

に
あ
ら
ず
や
。
た
だ
、
古
歌
に
「
時
雨
や
紛
ふ
我
が
袖
に
」
（
新
古
今
）
と
あ
る
に
倣
ひ
て
、
「
花
か
も
紛
ふ
君
な
り
き
」

と
敢
へ
て
全
面
改
訂
を
斷
行
仕
り
て
候
。
「
紛
ふ
」
は
「
マ
ガ
ウ
」
に
あ
ら
で
「
マ
ゴ
オ
」
た
る
べ
し
。

い
で
や
、
左
の
ご
と
く
に
改
作
せ
ん
。
藤
村
先
生
、
卑
賤
の
平
成
人
の
蟷
螂
之
斧
を
眞
に
受
け
た
ま
ふ
な
く
、
た
だ

た
う
ら
う
の
を
の

ま

泉
下
に
笑
は
せ
た
ま
へ
か
し
。

揚
げ
そ
め
に
け
る
前
髪
を

林
檎
の
下
に
見
て
し
と
き

彩
に
燿
ふ
花
櫛
の

花
か
も
紛
ふ
君
な
り
き

（
平
成
二
十
九
年
九
月
十
日
受
附
）

二


