
歌
掛
け
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
か

ー
折
口
信
夫
の
論
理
と

論
ー

「
歌
路
」

持
続
す
る
歌
掛
け
の
論
理

一
九
九
七
年
、
私
は
、
中
国
雲
南
省
の
少
数
民
族
文
化
調
査
に
工
藤
隆
に
同

行
す
る
形
で
赴
き
、
そ
れ
以
来
、
主
と
し
て
歌
文
化
を
調
在
し
て
き
た
。
特

に
、
雲
南
省
に
居
住
す
る
白
族
の
歌
掛
け
文
化
を
追
い
か
け
た
。
そ
の
最
初
の

成
果
は
、
二

0
0
0
年
刊
行
の
工
藤
隆
•
岡
部
隆
志
共
著
「
中
国
少
数
民
族
歌

垣
調
査
全
記
録
l
9
9
8」
（
大
修
館
書
店
）
で
あ
る
。

こ
の
調
査
記
録
の
中
で
、
私
は
「
白
族
「
海
灯
会
」
に
お
け
る
歌
掛
け
の
持

続
の
論
理
」
と
い
う
論
を
書
い
て
い
る
。
中
国
少
数
民
族
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ

て
い
る
歌
垣
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
調
在
報
告
や
テ
レ
ビ
で
の
映
像
な
ど
で

知
っ
て
は
い
た
が
、
実
際
に
自
分
の
目
で
見
、
体
験
し
て
、
歌
の
掛
け
合
い
と

は
、
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
持

続
は
実
際
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
一
時
間
近
く
に
わ

た
る
掛
け
合
い
を
分
析
し
、
自
分
な
り
に
掛
け
合
い
の
構
造
を
考
察
し
て
み

た。
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
男
女
が
恋
愛
や
結
婚
を
目
的
に
歌
を
掛
け
合
う
（
歌

を
楽
し
む
た
め
で
あ
っ
て
も
歌
掛
け
そ
の
も
の
は
恋
愛
の
成
就
と
い
う
進
行
方

岡

部

隆

志

向
を
保
つ
）
歌
掛
け
は
、
恋
愛
の
成
就
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
進
む
が
、
実

際
は
、
そ
の
進
行
に
抗
す
る
よ
う
な
掛
け
合
い
が
随
所
に
織
り
込
ま
れ
る
。
つ

ま
り
、
恋
愛
の
成
就
と
い
う
目
的
に
向
か
う
歌
掛
け
の
流
れ
は
、
実
際
に
は
そ

の
流
れ
に
抗
す
る
よ
う
な
動
き
を
抱
え
込
ん
で
い
て
、
そ
の
恋
愛
の
成
就
に
向

か
う
よ
う
な
流
れ
と
そ
れ
に
抗
す
る
よ
う
な
流
れ
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
、
持
続
の

論
理
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
歌
垣
論
は
、
歌
の
掛
け
合
い
を
、
そ
の
民
俗
的
も
し
く
は
宗
教
的
な

意
味
合
い
と
い
っ
た
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
実
際
の
歌
掛
け
は
何
時
間
も
続

く
。
ど
う
し
て
歌
の
掛
け
合
い
が
何
時
間
も
続
く
の
か
、
そ
の
こ
と
へ
の
考
察

は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
掛
け
合
い
は
長
時
間
続
く
場
合
が
あ

る
。
「
中
国
歌
垣
調
査
全
記
録
l
9
9
8」
で
は
、
七
日
間
続
け
て
歌
の
掛
け

合
い
が
続
い
た
と
い
う
ジ
ン
ポ
ー
族
の
女
性
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
工
藤
隆

は
、
白
族
の
歌
の
調
査
で
、
六
時
間
に
及
ぶ
掛
け
合
い
を
報
告
し
て
い
る
（
「
雲

南
省
ペ
ー
族
歌
垣
と
日
本
古
代
文
学
」
二

0
0
六
年
）
。
ま
た
、
私
も
同
じ
白

族
で
三
時
間
に
及
ぶ
掛
け
合
い
を
記
録
し
報
告
し
て
い
る
（
「
饒
る
歌
掛
け
ー

中
国
雲
南
省
白
族
の

2
時
間
4
7
分
に
渡
る
歌
掛
け
事
例
報
告
ー
」
二

0
0
六

年
一
月
）
。
白
族
調
査
の
聞
き
書
き
で
か
つ
て
は
一
晩
歌
を
掛
け
合
っ
た
と
い

(1) 



う
話
も
幾
度
か
聞
い
て
い
る
。
手
塚
恵
子
は
、
広
西
省
壮
族
の
歌
掛
け
祭
で
う

た
わ
れ
る
掛
け
合
い
の
歌
は
夜
が
明
け
る
ま
で
続
く
と
報
告
し
て
い
る
（
「
中

国
広
西
壮
族
歌
垣
調
査
全
記
録
」
二

0
0
二
年
）
。
小
川
学
夫
は
奄
美
諸
島
の

歌
掛
け
が
ど
の
よ
う
に
掛
け
合
わ
れ
る
の
か
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
が
、

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
こ

今
ひ
と
つ
、
歌
の
継
が
れ
方
の
問
題
で
「
畦
並
べ
」
と
い
う
言
葉
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
田
圃
の
畦
が
果
て
し
な
く
続
く
よ
う
に
、
歌
も
果
て
し
な

く
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
味
を
込
め
た
言
葉
で
あ
る
。
（
「
歌
謡

（
う
た
）
の
民
俗
奄
美
の
歌
掛
け
」
一
九
八
八
年
）

む
ろ
ん
、
歌
の
掛
け
合
い
は
必
ず
長
時
間
に
及
ぶ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
湖
南
省
鳳
凰
県
の
苗
族
の
歌
掛
け
を
調
査
し
た
と
き
、
そ
の

歌
の
掛
け
合
い
は
そ
れ
ほ
ど
長
時
間
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
歌
い
手

は
歌
師
の
指
導
の
も
と
で
（
歌
師
に
予
め
歌
を
教
わ
っ
て
い
る
）
歌
を
歌
う
の

だ
が
、
二
、
三
首
ほ
ど
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
こ
の

場
合
は
歌
師
に
教
わ
っ
た
歌
が
終
わ
る
と
掛
け
合
い
も
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
歌
い
手
が
自
分
で
歌
詞
を
作
れ
る
場
合
は
一
晩
中
掛
け
合
い
は
続
く
と

い
う
（
真
下
厚
「
中
国
湖
南
省
鳳
凰
県
ミ
ャ
オ
族
の
恋
愛
習
俗
」
二

0
1
―)。

掛
け
合
い
文
化
は
地
域
や
民
族
の
違
い
に
よ
っ
て
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
歌
掛
け
は
必
ず
長
時
間
に
及
ぶ
も
の
と
は
言
え
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
少
数
民
族
の
調
査
事
例
や
報
告
な
ど
か
ら
、
歌
掛
け

の
相
互
の
歌
い
手
が
条
件
さ
え
あ
え
ば
掛
け
合
い
を
で
き
る
だ
け
長
く
持
続
さ

せ
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
歌
の
掛
け
合
い
は
持
続
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
、
と
い
う
論
理
を

立
て
て
み
た
い
。
「
古
事
記
」
消
寧
天
皇
の
条
に
、
志
毘
臣
と
哀
祁
命
が
大
魚

を
取
り
合
っ
て
歌
の
掛
け
合
い
を
し
た
記
述
が
あ
る
。
「
平
群
臣
の
祖
、
名
は

し

び

の

お

み

お

け

の

み

こ

と

志
毘
臣
、
歌
垣
に
立
ち
て
、
其
の
哀
祁
命
（
顕
宗
天
皇
）
の
婚
は
む
と
し
た
ま

を

と

め

を

と

め

う

だ

の

お

び

と

ど

も

お

ほ

う

セ

ふ
美
人
の
手
を
取
り
き
。
其
の
嬢
子
は
菟
田
首
等
の
女
、
名
は
大
魚
な
り
。
爾

か
が

に
哀
祁
命
も
亦
歌
垣
に
立
ち
た
ま
ひ
き
」
と
あ
り
、
二
人
は
「
闘
ひ
明
し
て
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
男
同
士
の
掛
け
合
い
だ
が
、
歌
垣
と
い
う
場

で
一
晩
歌
を
掛
け
合
っ
た
の
で
あ
る
。
掛
け
合
い
が
一
晩
も
持
続
し
た
の
だ
と

い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
歌
の
掛
け
合
い
は
日
本
に
お
い
て
も
持
続
す
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

歌
掛
け
は
持
続
を
指
向
す
る
も
の
だ
、
と
は
、
白
族
の
歌
掛
け
調
査
か
ら
見

え
て
来
た
私
の
歌
掛
け
へ
の
見
方
な
の
だ
が
、
た
だ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
論

じ
て
行
く
か
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
れ
ま
で
の
、
私
の
歌
掛
け
へ
の
論
を
整

理
し
な
が
ら
、
歌
掛
け
の
論
じ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

(2) 

二
「
歌
路
」
論
に
つ
い
て

歌
掛
け
に
は
「
歌
路
」
と
い
う
と
ら
え
方
が
あ
る
。

中
国
少
数
民
族
壮
族
の
歌
掛
け
に
つ
い
て
内
田
る
り
子
は
、
歌
の
掛
け
合
い

の
内
容
は
、
一
定
の
順
序
を
踏
ん
で
展
開
さ
れ
る
と
報
告
し
た
。
つ
ま
り
、
最

初
に
出
逢
い
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
情
愛
を
高
め
て
い
っ
て
、
そ
し
て
、
恋
愛
の

成
就
と
い
う
終
わ
り
ま
で
、
そ
の
段
階
に
応
じ
た
歌
の
内
容
に
は
決
ま
っ
た
パ

タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん
で
歌
掛
け
が
進
む
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
一
定
の
段
階
通
り
に
進
む
歌
の
展
開
を
「
歌
路
」
と
し
た
（
内

田
る
り
子
「
照
葉
樹
林
文
化
圏
に
お
け
る
歌
垣
と
歌
掛
け
」
一
九
八
四
）
。
そ



の
パ
タ
ー
ン
は
「
l
、
沿
路
歌
（
み
ち
ぞ
い
う
た
）

2
、
見
面
歌
（
で
あ
い
の

う
た
）

3
、
情
歌
（
こ
い
う
た
）

4
‘
盤
歌
（
と
い
た
だ
し
う
た
）

5
‘
槍

歌
・
闘
歌
（
う
ば
い
と
る
う
た
・
た
た
か
う
う
た
）

6
、
初
交
歌
（
ち
ぎ
り
そ

め
の
う
た
）

7
、
深
交
歌
（
ふ
か
い
ち
ぎ
り
の
う
た
）

8
‘
離
別
歌
・
相
送
歌

（
わ
か
れ
の
う
た
•
お
く
る
う
た
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

チ
ュ
ア
ン

ま
た
、
辰
巳
正
明
は
、
壮
族
の
歌
掛
け
に
つ
い
て
の
「
壮
族
の
歌
に
は
一
定

の
方
式
が
あ
る
。
民
間
で
は
こ
れ
を
〈
歌
路
〉
と
呼
ん
で
い
る
。
歌
路
は
分
類

し
て
、
初
会
、
探
情
、
校
美
、
離
別
、
相
思
、
重
逢
、
熱
恋
、
定
情
な
ど
と
な

る
。
た
だ
し
、
毎
回
の
対
唱
に
あ
っ
て
迂
回
を
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
時
間

の
関
係
で
あ
っ
た
り
、
早
々
に
男
女
が
別
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
上
く
乗
れ
ず
投

げ
出
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
て
、
男
女
が

意
気
投
合
す
る
の
は
極
め
て
少
な
く
、
最
初
の
対
歌
に
お
い
て
は
な
か
な
か
困

難
で
あ
り
、
生
死
不
離
の
熱
恋
と
定
情
の
段
階
へ
は
二
人
の
相
当
な
理
解
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
「
中
国
歌
謡
集
成
広
西
巻
上
「
壮
族
」
」
中
国
社
会
科

学
出
版
社
）
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
て
、
「
恋
愛
は
一
定
の
方
式
の
も
と
に
進

行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
式
と
は
、
恋
愛
が
初
め
て
の
出
会
い
か

ら
相
手
の
心
の
内
を
探
り
、
気
に
入
れ
ば
相
手
を
褒
め
、
問
題
が
生
じ
れ
ば
離

別
を
持
ち
出
し
、
次
第
に
お
互
い
の
事
情
が
理
解
さ
れ
る
と
相
手
を
思
い
始

め
、
互
い
に
逢
う
こ
と
の
出
来
た
喜
び
を
歌
い
、
そ
し
て
、
つ
い
に
結
婚
の
約

束
に
至
り
つ
く
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
か
け
お
ち
の

歌
1

中
国
広
西
•
雲
南
地
区
少
数
民
族
の
歌
唱
文
化
」
一
九
八
八
年
）

星
野
紘
は
、
湖
南
省
と
の
省
榜
い
に
あ
る
天
柱
県
渡
馬
と
い
う
所
の
赳
歌
会

（
一
種
の
歌
垣
の
ま
つ
り
。
こ
こ
で
は
蓮
花
坪
と
称
し
ト
ン
族
の
人
々
が
多
く

集
ま
っ
て
い
る
）
を
参
観
し
、
こ
の
歌
会
に
つ
い
て
、
「
情
歌
の
や
り
と
り
に

は
、
初
め
て
会
っ
た
時
の
歌
（
初
識
歌
）
か
ら
、
情
が
深
ま
っ
て
き
た
時
の
も

の
（
成
双
歌
）
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
段
階
が
あ
っ
て
、
私
達
が
接
し
た
も
の
は
ご
く

初
期
の
段
階
の
も
の
で
、
多
少
遊
戯
性
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

う
」
「
こ
の
蓮
花
坪
の
三
日
間
の
行
事
の
う
ち
一

H
目
は
男
女
互
い
に
相
手
を

知
り
合
う
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
進
み
、
二
日
目
は
最
初
の

H
に
約
束
し
た
時

間
、
場
所
で
互
い
に
歌
を
掛
け
合
う
と
い
い
、
三
日
目
に
は
ア
ツ
ア
ツ
の
カ
ッ

プ
ル
が
誕
生
し
、
そ
の
よ
う
な
相
手
の
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
述
中
は
た
だ
指
を

卿
え
て
眺
め
る
だ
け
の
日
だ
と
い
う
」
「
歌
垣
と
反
附
の
民
族
誌
」
(
-
九
九
六

年
）
と
述
べ
て
い
る
。

私
は
雲
南
省
に
居
住
す
る
少
数
民
族
白
の
歌
掛
け
文
化
を
調
査
し
て
い
る

が
、
白
族
出
身
の
歌
文
化
研
究
者
施
珍
華
は
、
私
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、

白
族
の
歌
掛
け
に
も
決
ま
っ
た
順
序
が
あ
る
と
述
べ
、
八
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

る
と
話
し
て
く
れ
た
（
「
饒
る
歌
掛
け
ー
中
国
雲
南
省
白
族
の

2
時
間
4
7
分

に
渡
る
歌
掛
け
事
例
報
告
ー
」
）
。

(3) 

一
番
最
初
は
「
挨
拶
歌
」
で
す
。
二
番
目
は
「
歌
の
試
し
」
相
手
が
歌
っ

て
く
れ
る
か
ど
う
か
試
し
ま
す
。
三
番
目
は
互
い
に
問
答
を
す
る
歌
、
例
え

ば
相
手
の
家
の
家
族
の
こ
と
と
か
、
嫁
に
行
く
の
か
そ
れ
と
も
婿
に
来
る
の

か
な
ど
を
聞
き
ま
す
。
四
番
目
は
、
愛
の
気
持
ち
を
表
す
。
五
番
目
は
求
愛

す
る
。
六
番
目
は
深
い
愛
情
、
七
番
は
未
来
へ
の
あ
こ
が
れ
、
結
婚
し
た
ら

ど
ん
な
家
庭
を
作
る
と
か
、
息
子
を
ど
う
育
て
る
と
か
、
将
来
の
設
計
み
た

い
な
も
の
で
す
。
八
番
目
は
別
れ
で
す
。

施
珍
華
は
こ
の
八
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん
で
最
後
ま
で
歌
を
掛
け
合
う
と
三



日
は
か
か
る
と
言
う
。
星
野
紘
も
蓮
花
坪
の
行
事
で
男
女
が
カ
ッ
プ
ル
に
な
る

の
は
三
日
か
か
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
、
整
理
す
る
と
、
男
女
の
恋
愛
や
結

婚
を
目
的
に
し
た
歌
掛
け
に
は
、
男
女
が
出
逢
っ
て
そ
の
男
女
の
恋
愛
が
成
就

す
る
ま
で
に
、
「
歌
路
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
段
階
を
踏
ん
で
歌
を
掛
け
合
う
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。

以
上
「
歌
路
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
「
歌
路
」
の
と
ら
え
方
に

つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
白
族
の
歌
掛
け
を
実
地
に
調
査
し
、
そ
の
掛
け
合
い

の
内
容
を
何
度
も
記
録
し
て
き
た
調
査
結
果
か
ら
、
実
際
の
歌
掛
け
は
歌
路
の

通
り
に
進
ん
で
い
く
わ
け
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
何
度
も
書
い
て
来
た
。
白
族
の
歌
掛
調
査
の
先
達
で
あ
る
工
藤
隆

は
、
次
の
よ
う
に
、
歌
路
を
前
提
に
し
て
歌
掛
け
を
論
じ
る
傾
向
を
批
判
し
て

い
る
。

従
来
は
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
賓
料
は
研
究
者
が
考
え
る
赤
恋
愛
の
プ
ロ

セ
ス
グ
に
合
わ
せ
て
順
番
を
整
え
直
す
な
ど
、
編
集
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
別
々
の
村
で
聞
き
害
き
し
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
歌

垣
の
歌
を
、
た
と
え
ば
チ
ワ
ン
（
壮
）
の
歌
垣
の
例
で
言
え
ば
、
「
初
会

（
初
め
て
出
会
っ
た
挨
拶
）
、
探
情
（
相
手
の
真
情
を
探
る
）
、
賛
美
、
離
別
、

相
思
、
重
逢
（
ま
た
逢
う
こ
と
を
約
束
す
る
）
、
責
備
（
合
い
と
を
責
め
る
）
、

熱
恋
、
定
情
（
結
婚
の
約
束
を
す
る
）
な
ど
の
順
序
に
従
っ
て
組
み
合
わ
せ

た
言
わ
ば
理
念
の
歌
垣
を
、
現
場
の
歌
垣
と
混
同
す
る
傾
向
が
一
般
化
し

こ°t
 し

か
し
、
現
場
の
歌
垣
は
、
そ
う
い
っ
た
「
順
序
」
に
は
お
か
ま
い
な
く

自
在
に
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
理
念
の
歌
垣
の
示
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
グ

は
ど
こ
か
で
意
識
し
つ
つ
も
、
現
場
の
歌
垣
の
流
れ
に
合
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま

な
点
恋
愛
の
諸
局
面
ク
を
自
在
に
組
み
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
理
念
の
歌
垣
の
ク
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
グ
の
順
序
ど
お
り
に
進
行
す
る
歌

垣
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
俗
芸
能
あ
る
い
は
舞
台
芸
能
に
転
じ
た
段

階
の
歌
垣
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
「
歌
垣
の
世
界
」
二

0
一
六
年
）

こ
の
工
藤
隆
の
批
判
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
歌

路
は
、
恋
愛
が
進
行
し
て
い
く
一
般
的
な
諸
局
面
を
そ
の
ま
ま
い
く
つ
か
の
段

階
に
分
け
て
そ
れ
を
歌
掛
け
の
内
容
の
順
序
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
考
え
方
は
、
男
女
は
出
会
っ
て
か
ら
恋
愛
を
成
就
す
る
ま
で
に
辿
る
プ
ロ
セ

ス
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
決
ま
っ
た
段
階
を
踏
む
も
の
だ
、
と
い
う

品
理
念
ク
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
品
恋
愛
の
あ
る
べ
き
展
開
グ
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る
。

問
題
は
、
白
族
の
歌
掛
け
の
調
査
を
何
度
も
行
っ
た
そ
の
結
果
か
ら
、
実
際

の
歌
掛
け
の
進
行
は
、
工
藤
隆
の
言
う
よ
う
に
、
歌
路
と
呼
べ
る
順
序
の
通
り

に
は
進
行
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は

白
族
の
歌
掛
け
の
実
地
調
査
を
通
し
て
、
歌
掛
け
の
進
行
と
、
恋
愛
の
進
行
と

は
同
じ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
け
の
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。
例
え
ば
、
出
会
っ
た
男
女
が
歌
を
掛
け
合
う
最
初
の
場
面
で
、
い
き
な
り

相
思
相
愛
の
関
係
に
あ
る
よ
う
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
互
い
に
設
定
し
な
が

ら
掛
け
合
う
の
を
記
録
し
て
い
る
。
歌
路
で
言
え
ば
、
掛
け
合
い
も
佳
境
に
入

り
深
い
情
を
あ
ら
わ
す
段
階
の
歌
が
最
初
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
互
い
の
愛
情
を
確
か
め
る
歌
の
後
に
、
相
手
の
真
情
を
疑
う
歌
が
出
て
く
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る
。
こ
れ
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
実
際
の
歌
の
掛
け
合
い

が
歌
路
通
り
で
な
い
に
し
て
も
、
最
後
は
恋
愛
の
成
就
に
む
か
う
の
だ
か
ら
、

結
局
は
歌
路
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
か
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。む

し
ろ
、
歌
掛
け
に
は
、
実
際
の
恋
愛
の
進
行
と
は
別
の
進
行
の
論
理
が
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
歌
掛
け
は
、
恋
愛
や
結
婚
を
目
的
に
し

た
も
の
で
な
く
て
も
、
遊
び
や
、
歌
比
べ
な
ど
様
々
な
目
的
を
持
つ
。
恋
愛
や

結
婚
を
目
的
に
し
た
と
し
て
も
、
歌
の
上
で
相
思
相
愛
だ
か
ら
現
実
の
関
係
も

そ
う
だ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
掛
け
は
遊

び
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

歌
掛
け
で
の
恋
愛
は
現
実
の
恋
愛
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
歌
の
上
で
仮
構

さ
れ
た
恋
愛
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
互
了
解
の
も
と
に
、
未
婚
者
も
既
婚
者
も
恋

愛
を
演
じ
る
相
互
歌
唱
に
参
加
出
来
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
恋
愛
や
結
婚
を
目

指
す
者
は
、
歌
の
上
で
の
恋
愛
を
演
じ
な
が
ら
相
手
の
素
性
を
探
り
、
相
手
と

の
距
離
感
を
縮
め
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
掛
け
合
い
は
持
続
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
持
続
す
る
に
は
相
手
と
気
が
合
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
歌
路
の
よ
う
な
段
階
を
踏
め
ば
持
続
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

そ
こ
に
は
持
続
す
る
た
め
の
掛
け
合
い
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
、
私
は
「
白
族

「
海
灯
会
」
に
お
け
る
歌
掛
け
の
持
続
の
論
理
」
で
論
じ
た
。

歌
掛
け
を
「
歌
路
」
の
と
ら
え
方
だ
け
で
論
じ
る
（
こ
れ
を
「
歌
路
」
論
と

し
て
お
く
）
こ
と
は
歌
掛
け
の
実
際
を
説
明
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
歌
路
」

論
は
、
歌
の
上
で
の
恋
愛
と
現
実
の
恋
愛
と
を
区
別
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
実
際
の
白
族
の
歌
掛
け
で
は
、
出
会
っ
て
す
ぐ
に
情
熱
的
な
愛
情
表
現
の

歌
が
出
て
来
た
り
、
歌
の
上
で
熱
烈
に
愛
情
を
確
か
め
な
が
ら
す
ぐ
に
相
手
の

誠
意
を
疑
う
歌
が
繰
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
何
度
も
く
り
か
え
さ
れ
る
。
「
歌
路
」

論
で
は
こ
の
よ
う
な
掛
け
合
い
の
実
際
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

白
族
の
歌
文
化
研
究
者
で
歌
い
手
で
も
あ
る
施
珍
華
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
、
私
は
歌
の
上
で
仮
構
さ
れ
た
恋
愛
が
、
相
手
へ
の
愛
情
を
示
す
一
方
で
、

疑
っ
た
り
す
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
尋
ね
た
。
施

さ
ん
は
、
白
族
の
歌
掛
け
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
套
路
（
タ

オ
ル
ー
）
」
と
「
饒
路
（
ラ
オ
ル
ー
）
」
と
呼
ぶ
と
答
え
た
。
「
套
路
」
は
セ
ッ

ト
に
な
っ
た
掛
け
合
い
と
い
う
意
味
で
、
八
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん
で
掛
け
合

う
歌
掛
け
、
つ
ま
り
歌
路
の
こ
と
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
「
続
路
」
と
は
、
饒

（
め
ぐ
）
る
歌
掛
け
と
い
う
意
味
で
、
順
序
立
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
ず
、
同

じ
よ
う
な
内
容
を
繰
り
返
し
た
り
、
相
手
へ
の
愛
情
を
確
認
し
た
り
あ
る
い
は

疑
っ
た
り
、
試
し
た
り
と
、
関
係
が
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
掛
け
合
い
だ
け

が
続
い
て
い
く
、
と
い
っ
た
歌
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち

が
出
会
っ
た
白
族
の
歌
掛
け
は
「
線
路
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
施
さ
ん
に
「
套
路
」
の
な
か
に
「
線
路
」
が
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
の

か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
否
定
は
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
施
さ
ん
に
は
、
歌
掛

け
は
本
来
「
套
路
」
の
よ
う
に
進
行
す
る
べ
き
だ
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
か
つ

て
は
、
歌
会
の
場
で
は
男
女
が
歌
を
通
し
て
愛
情
を
交
わ
し
恋
人
と
な
っ
て

い
っ
た
。
施
さ
ん
自
身
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
経
験
を
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
の

歌
掛
け
は
ほ
と
ん
ど
「
饒
路
」
ば
か
り
だ
と
施
さ
ん
は
言
う
。
相
手
を
試
し
た

り
す
る
掛
け
合
い
が
多
く
、
深
い
情
愛
を
交
わ
す
掛
け
合
い
は
少
な
い
と
語

る
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
が
調
査
し
た
幾
つ
か
の
歌
掛
け
は
「
続
路
」
で

あ
っ
て
、
本
来
の
あ
り
得
べ
き
歌
掛
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ

こ°t
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し
か
し
、
私
も
工
藤
も
、
恋
愛
や
結
婚
を
目
的
の
―
つ
に
含
む
白
族
の
歌
掛

け
は
、
結
果
的
に
男
女
が
深
く
愛
情
を
交
わ
す
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
だ
と
し
て

も
、
そ
の
歌
掛
け
の
実
際
は
「
饒
路
」
の
よ
う
な
展
開
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
情
の
な
い
掛
け
合
い
で
は
な
く
、
掛
け
合
い
の
持

続
を
指
向
す
れ
ば
「
饒
路
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

「
套
路
」
と
は
施
さ
ん
に
と
っ
て
理
想
の
歌
掛
け
な
の
で
あ
る
。
私
は
施
さ

ん
に
「
套
路
」
の
歌
（
八
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
た
歌
の
掛
け
合
い
例
）
を
そ

れ
ぞ
れ
二
首
ほ
ど
作
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
と
お
願
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
実
に
百

首
も
創
作
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
「
套
路
」
つ
ま
り
「
歌

路
」
は
、
歌
掛
け
の
理
想
的
な
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
歌
が

歌
い
手
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
施
さ

ん
が
若
い
頃
、
初
め
て
歌
掛
け
に
参
加
し
た
と
き
、
歌
を
千
首
は
暗
記
し
た
と

語
っ
た
。
お
そ
ら
く
歌
路
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
歌
を
覚
え
、
掛
け
合
い
の
現

場
で
は
そ
の
覚
え
た
歌
詞
を
駆
使
し
て
即
興
で
歌
を
掛
け
合
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
が
、
施
さ
ん
も
ま
た
、
実
際
は
、
そ
の
歌
路
の
パ
タ
ー
ン
通
り
に
歌
っ
た

の
で
は
な
く
、
駆
け
引
き
を
し
た
り
、
愛
情
表
現
や
相
手
を
試
す
よ
う
な
表
現

を
何
度
も
繰
り
返
し
た
り
と
、
「
饒
路
」
の
よ
う
な
歌
掛
け
を
展
開
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

こ
こ
で
「
歌
路
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
「
歌
路
」
を
持
ち
出
す
と
、

実
際
の
歌
掛
け
が
見
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
「
歌
路
」

が
、
現
実
に
展
開
す
る
の
で
は
な
い
観
念
上
の
歌
掛
け
（
始
点
と
終
点
を
前
提

と
し
た
構
成
）
と
考
え
る
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
観
念
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
の
論
理
だ
け
で
は
歌
掛
け
は
説
明
出
来
な
い
。
そ
の

こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

三
折
口
信
夫
の
掛
け
合
い
論

歌
掛
け
に
お
け
る
相
互
の
歌
い
手
は
、
そ
の
歌
掛
け
の
場
の
性
格
に
よ
っ
て

未
婚
の
男
女
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
歌
掛
け
が
恋
愛
の
成
就
や
結
婚
相
手
を

捜
す
機
会
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
然
未
婚
の
男
女
に
よ
る
掛
け
合
い
と

な
る
。
白
族
の
歌
会
の
場
合
、
歌
比
べ
や
遊
ぴ
な
ど
歌
掛
け
の
動
機
は
様
々
な

の
で
、
歌
い
手
は
既
婚
者
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
同
性
同
士
が
掛
け
合
う
と

い
っ
た
場
合
も
あ
る
が
、
や
は
り
中
心
と
な
る
歌
掛
け
は
男
女
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
掛
け
合
い
は
恋
愛
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
男

女
の
関
係
は
対
等
で
あ
る
が
、
こ
の
白
族
の
歌
掛
け
を
踏
ま
え
て
、
工
藤
隆

は
、
日
本
の
従
来
の
歌
垣
論
の
「
神
が
巫
女
の
も
と
を
訪
れ
る
神
婚
」
を
装
っ

た
も
の
と
す
る
男
女
の
関
係
の
解
釈
に
つ
い
て
、
も
し
そ
う
な
ら
女
は
絶
対
に

男
を
拒
否
出
来
な
い
と
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(6) 

現
場
の
歌
垣
で
は
、
男
と
女
は
ま
っ
た
く
対
等
な
関
係
で
歌
を
交
わ
し
、

ど
ち
ら
の
側
に
も
相
手
を
品
定
め
し
て
選
択
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
自
由

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
実
に
は
男
優
位
の
社
会
だ
っ
た
と
し
て

も
、
歌
垣
の
現
場
で
は
対
等
な
関
係
が
貰
か
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
（
「
歌
垣
の
世
界
」
）

こ
の
批
判
が
的
を
射
て
い
る
の
は
、
白
族
の
歌
掛
け
の
調
査
を
踏
ま
え
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
。
歌
垣
に
お
け
る
歌
の
掛
け
合
い
は
持
続
し
た
は
ず
で
あ

り
、
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
で
歌
を
掛
け
合
う
男
女
は
歌
を
競
い
合
っ
て
い
る
は



ず
で
あ
っ
て
、
競
い
合
っ
て
い
る
時
の
男
女
の
関
係
は
競
い
合
い
を
成
立
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
の
対
等
性
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
関
係
そ
れ
自
体
を

神
婚
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
幻
想
で
語
っ
て
も
、
歌
掛
け
そ
の
も
の
に
お
け
る

男
女
の
関
係
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
論
理
は
、
歌
掛

け
が
、
男
が
女
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
掛
け
合
い
を
楽
し
み
ま
た
持
続
さ
せ
る
こ
と
を
指
向
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
日
本
の
歌
垣
に
お
け
る
歌
掛
け
に
お
い
て
も
当
て
は
ま

る
は
ず
だ
。

工
藤
が
批
判
す
る
従
来
の
歌
垣
論
を
代
表
す
る
の
は
、
折
口
信
夫
の
歌
垣
論

と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
折
口
の
歌
垣
論
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
何
度

か
論
じ
て
き
た
が
、
歌
が
け
は
持
続
を
指
向
す
る
、
と
い
う
論
理
に
ど
う
関
わ

る
の
か
、
再
度
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
折
口
の
歌
垣
論
は
次
の
文
章
に
よ
く
表

れ
て
い
る
。

い
ま
か
ら
見
る
と
神
と
巫
女
の
問
答
が
歌
垣
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
神
が
出
て
人
の
内
在
の
魂
に
教
訓
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
「
こ
う
い
う
ふ
う
に
心
得
ろ
」
「
は
い
承
知
し
ま
し
た
」
と
い
う
ふ
う
な

問
答
で
あ
る
わ
け
だ
。
そ
れ
が
し
だ
い
に
神
と
巫
女
と
の
考
え
が
な
く
な
っ

て
、
祭
り
の
夜
に
邑
の
男
女
が
集
ま
っ
て
か
け
あ
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
神
に
保
証
せ
ら
れ
た
神
秘
な
晩
、
と
い
う
感
じ
に
は
包
ま
れ
て
い

る
の
だ
。
そ
の
う
ち
に
、
男
女
の
間
だ
か
ら
恋
愛
的
な
発
想
を
も
っ
て
く
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
の
結
婚
は
戦
争
で
あ
る
。
詞
で
戦
争
を
す
る
。

女
の
精
霊
を
屈
服
し
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
恋
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
神
と
巫
女
と
の
か
け
あ
い
も
、
詞
の
う
え
だ
け
の
恋
愛
関

係
を
生
じ
て
く
る
。
万
葉
集
の
い
わ
ゆ
る
「
相
聞
」
は
、
つ
ま
り
か
け
あ
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
恋
愛
で
は
な
い
が
、
男
女
の
問
答
、

か
け
あ
い
は
恋
愛
式
の
発
想
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
朝

に
な
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

（
「
日
本
文
学
史
l

三
「
歌
垣
」
」
「
国
文
学
謡
義
」
全
集
ノ
ー
ト
編
第
二

巻
傍
線
部
は
筆
者
）

折
口
は
歌
垣
に
お
け
る
男
女
の
掛
け
合
い
の
起
源
は
、
外
部
か
ら
訪
れ
る
マ

レ
ビ
ト
（
神
）
と
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
と
の
関
係
（
問
答
）
で
あ
る
と
す

る
。
そ
の
関
係
は
、
マ
レ
ピ
ト
に
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
が
屈
服
す
る
も
の
だ

と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
関
係
は
、
歌
垣
な
ど
に
お
い
て
の
恋
愛
式
掛
け
合

い
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
掛
け
合
い
の
現
場
に
お
け
る
男
女
の
詞
の
や

り
と
り
か
ら
歌
掛
け
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
男
（
神
）

が
最
終
的
に
は
女
（
巫
女
）
を
屈
服
さ
せ
る
と
い
う
筋
背
き
の
う
え
で
の
掛
け

合
い
だ
と
す
る
折
口
の
論
理
に
は
、
や
は
り
違
和
感
が
あ
る
。

中
国
広
西
省
の
壮
族
の
歌
掛
け
を
調
査
研
究
し
て
い
る
手
塚
恵
子
は
、
こ
の

折
口
の
掛
け
合
い
の
と
ら
え
方
を
垂
直
的
だ
と
し
、
壮
族
の
掛
け
合
い
で
は
掛

け
合
う
二
者
は
水
平
的
で
あ
る
と
す
る
（
「
中
国
少
数
民
族
の
掛
け
歌
」

二
0
-
―
年
）
。
私
は
、
こ
の
手
塚
の
指
摘
を
受
け
て
、
折
口
の
問
答
論
は
、

支
配
と
服
従
と
い
っ
た
原
理
的
な
関
係
性
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
主
眼
が
お
か

れ
、
持
続
を
指
向
す
る
よ
う
な
掛
け
合
い
の
実
態
に
は
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な

い
、
と
批
判
的
に
論
じ
た
（
「
水
平
と
し
て
の
問
答
論
」
二

0
―
二
年
）
。

た
だ
、
折
口
は
さ
す
が
に
、
掛
け
合
い
の
問
答
が
闘
争
的
で
あ
る
と
は
述
べ

て
い
る
。
例
え
ば
引
用
の
文
で
は
「
詞
で
戦
争
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
そ

(7) 



う
で
あ
る
。
折
口
は
掛
け
合
い
の
実
態
に
つ
い
て
も
そ
れ
な
り
に
注
意
を
向
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
折
口
は
闘
争
と
し
て
の
掛
け
合
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

性
的
な
問
答
が
中
心
に
な
る
。
而
も
相
手
を
言
ひ
伏
せ
る
よ
う
な
文
句
が

闘
わ
さ
れ
る
の
で
す
。
性
愛
の
相
手
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
語
争
い
が
か

う
し
た
俄
式
の
目
的
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
其
の
間
に
と
り
か
は
さ
れ
る
恋

愛
問
答
の
歌
は
、
相
手
の
足
を
す
く
は
う
と
か
、
凌
駕
し
よ
う
か
と
い
ふ
点

に
焦
点
を
す
ゑ
ま
す
。
さ
う
し
て
発
達
し
た
—
か
う
い
ふ
場
合
が
短
歌
を
伸

ぴ
さ
せ
た
の
で
す
ー
恋
愛
の
歌
は
た
い
て
い
、
内
容
の
な
い
誇
張
し
た
抒
情

詩
に
な
る
。
語
の
上
の
争
い
に
陥
る
。
一
「
万
葉
集
の
解
題
」
一

こ
の
「
万
葉
集
の
解
題
」
に
お
け
る
掛
け
合
い
へ
の
言
及
は
、
む
し
ろ
、
私

な
ど
が
調
査
し
て
い
る
歌
掛
け
の
実
態
に
、
同
じ
で
は
な
い
が
か
な
り
近
い
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
水
平
的
で
な
掛
け
合
い
に
つ
い
て
の
言
及
で

あ
っ
て
、
垂
直
的
と
し
た
私
の
批
判
も
外
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
の

だ
が
、
た
だ
、
こ
こ
で
の
、
折
口
の
掛
け
合
い
へ
の
言
及
は
、
「
性
的
な
問
答
」

と
か
「
語
争
い
」
「
内
容
の
な
い
誇
張
し
た
抒
情
詩
」
と
言
う
よ
う
に
、
問
答

の
「
遊
ぴ
」
的
側
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る。
折
口
は
問
答
に
つ
い
て
、

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
文
学
の
発
生

の
な
か
で
次
の
よ

第
四
稿
」

歌
の
最
初
の
姿
は
、
神
の
真
言
（
呪
）
と
し
て
信
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
が
次
第
に
約
っ
て
行
っ
て
、
神
人
問
答
の
唱
和
の
短
詞
形
を
固
定

さ
せ
て
来
た
。
久
し
い
年
月
は
、
歌
垣
の
場
を
中
心
と
し
て
、
さ
う
し
た
短

い
歌
を
育
て
た
。
旋
頭
歌
を
意
識
に
上
ら
せ
、
さ
ら
に
新
し
く
は
、
長
歌
の

末
段
の
五
句
の
、
独
立
傾
向
の
あ
っ
た
の
を
併
せ
て
、
短
歌
を
成
立
さ
せ

た。こ
れ
が
折
口
の
、
短
歌
の
発
生
に
つ
な
が
る
垂
直
的
な
問
答
の
展
開
と
言
っ

て
い
い
。
こ
こ
に
は
、
呪
的
な
言
葉
を
や
り
と
り
す
る
神
人
問
答
、
つ
ま
り
、

マ
レ
ビ
ト
（
神
）
が
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
問
答
が
歌
垣
の
場
な
ど
を
経
て
抒
情
的
短
歌
の
発
生
に
つ
な
が
る
、
と
い
う

論
理
が
見
て
取
れ
る
。
が
、
折
口
は
、
一
方
で
、
「
万
葉
集
の
解
題
」
で
、
神

人
問
答
は
、
歌
垣
の
場
で
男
女
の
恋
愛
と
い
う
形
式
を
と
り
、
そ
の
恋
愛
は
、

詞
の
上
で
の
恋
愛
、
語
争
い
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
す
る
。

前
者
が
垂
直
的
構
造
に
お
け
る
問
答
論
と
す
れ
ば
後
者
は
水
平
的
と
言
え
よ

う
か
。
私
は
、
「
水
平
と
し
て
の
問
答
論
」
で
、
折
口
の
問
答
論
の
本
筋
は
前

者
の
垂
直
的
な
構
造
に
お
い
て
語
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
神
と
人
と
の
呪
的
な
言

薬
の
か
け
あ
い
（
問
答
）
が
、
抒
情
の
文
学
と
し
て
の
短
歌
成
立
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
う
展
開
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
恋
愛
ゲ
ー
ム
的
「
語
争
い
」
の
よ

う
な
水
平
性
に
は
あ
ま
り
関
心
を
向
け
て
い
な
い
と
や
や
批
判
的
に
論
じ
た
。

つ
ま
り
、
「
語
争
い
」
や
「
詞
の
上
で
の
恋
愛
」
の
よ
う
な
水
平
的
な
掛
け
合

い
は
、
結
局
、
垂
直
的
な
構
造
の
中
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
で
し
か
な
い
の

で
は
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

だ
が
、
白
族
の
歌
掛
け
の
実
態
を
調
査
し
て
い
る
者
か
ら
見
て
、
折
口
の
水

平
的
な
掛
け
合
い
へ
の
言
及
は
さ
す
が
だ
と
思
わ
せ
る
。
神
と
人
つ
ま
り
マ
レ

(8) 



ピ
ト
と
土
地
の
精
霊
と
の
問
答
で
、
折
口
は
、
土
地
の
精
霊
は
最
初
は
抵
抗
す

る
が
や
が
て
屈
服
す
る
と
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
の
抵
抗
の
段
階
に
お
け
る
問
答

の
形
が
「
も
ど
き
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
「
も
ど
き
」
は
歌
垣
の
神
人
問
答

の
掛
け
合
い
で
も
あ
る
と
い
う
。

も
ど
き
は
即
「
も
ど
く
」
の
意
で
、
反
対
す
る
事
を
現
す
。
日
本
の
芸
術

で
は
、
歌
の
掛
け
合
ひ
か
ら
既
に
も
ど
き
で
あ
る
。
神
と
精
霊
と
の
問
答

が
、
歌
垣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
「
鬼
の
話
」
「
古
代
研
究
」
）

精
霊
が
マ
レ
ピ
ト
神
に
屈
服
す
る
前
の
抵
抗
の
段
階
、
そ
れ
が
も
ど
き
だ

が
、
そ
の
も
ど
き
の
レ
ベ
ル
が
歌
垣
に
お
け
る
問
答
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方

で
、
性
的
な
問
答
や
語
争
い
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
抵
抗
の
段

階
、
つ
ま
り
精
霊
の
も
ど
き
を
ど
う
評
価
す
る
か
で
、
折
口
の
問
答
論
は
か
な

り
違
っ
た
様
相
を
見
せ
る
。
結
局
屈
服
す
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
押

さ
え
れ
ば
、
も
ど
き
は
屈
服
の
前
の
は
か
な
い
抵
抗
で
し
か
な
い
。
一
方
、
屈

服
と
い
う
結
果
を
想
定
せ
ず
に
、
も
ど
き
の
言
語
ゲ
ー
ム
的
な
面
だ
け
に
注
目

す
れ
ば
、
水
平
的
な
関
係
や
、
そ
れ
こ
そ
持
続
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
掛
け
合

い
の
性
格
が
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

私
は
、
折
口
の
問
答
論
を
、
精
盤
が
マ
レ
ピ
ト
神
に
屈
服
す
る
と
い
う
前
提

（
垂
直
的
）
で
と
ら
え
た
の
だ
が
、
水
平
的
問
答
論
と
し
て
の
展
開
も
折
口
の

歌
垣
論
は
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
は
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た

だ
、
折
口
の
歌
垣
論
の
原
理
的
も
し
く
は
構
造
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
論
理

は
、
垂
直
の
側
に
あ
る
。

私
や
工
藤
と
一
緒
に
雲
南
省
の
白
族
や
モ
ソ
人
の
歌
文
化
を
研
究
調
査
し
て

い
る
遠
藤
耕
太
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
か
り
に
く
い
折
口
の
歌
垣
論
を
、
二
つ

に
分
け
て
い
る
。
―
つ
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
神
婚
理
論
の
影
孵
を
受
け
た
、
神

と
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
と
の
神
婚
を
核
と
す
る
原
理
と
、
も
う
―
つ
は
「
草

木
言
問
ふ
」
よ
う
な
「
日
本
書
紀
」
的
な
精
霊
観
か
ら
出
発
す
る
神
と
精
霊
の

対
立
・
克
服
を
核
と
す
る
原
理
（
例
え
ば
成
木
責
め
の
よ
う
な
儀
礼
に
そ
れ
は

現
れ
て
い
る
と
い
う
）
で
あ
る
。
遠
藤
は
、
こ
の
二
つ
の
原
理
に
よ
る
歌
垣
論

を
、
神
婚
系
統
と
か
け
あ
ひ
系
統
で
あ
る
と
し
、
こ
の
両
者
が
時
に
別
々
に
論

じ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
融
合
し
て
論
じ
ら
れ
た
り
し
て
い
て
、
そ
の
関
係
が

必
ず
し
も
明
確
に
語
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
（
「
古
代
の
歌
」
二

0
0
九
年
）
。

マ
レ
ピ
ト
神
と
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
と
の
神
婚
と
い
う
関
係
を
想
定
し
な

が
ら
、
同
時
に
神
と
精
霊
の
対
立
と
い
う
関
係
を
も
説
く
折
口
の
歌
垣
論
の
わ

か
り
に
く
さ
を
、
二
つ
の
原
理
が
入
り
込
ん
で
い
る
か
ら
と
み
な
す
理
解
は
、

確
か
に
そ
の
わ
か
り
に
く
さ
を
整
理
し
て
く
れ
る
。
神
婚
す
る
両
者
が
一
方
で

対
立
す
る
、
例
え
ば
も
ど
き
の
よ
う
な
語
争
い
を
す
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う

疑
問
は
当
然
出
る
。
そ
こ
に
は
折
口
の
中
に
神
と
精
霊
と
の
二
つ
の
関
係
原
理

が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
理
解
は
、
折
口
の
発
生
論
研
究
の
―
つ
の

読
み
方
と
し
て
成
立
す
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
折
口
の
歌
垣
論
の
問
題
は
、
掛
け
合
う
両
者
の
関
係
を
神

と
精
盤
と
の
関
係
に
原
理
化
し
な
が
ら
も
、
歌
掛
け
の
水
平
的
な
掛
け
合
い
を

そ
の
原
理
の
表
現
態
と
し
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。

遠
藤
耕
太
郎
は
、
土
橋
寛
が
、
歌
掛
け
の
競
争
の
要
素
は
、
宗
教
的
観
念
の

問
題
で
は
な
く
、
社
会
学
的
・
社
会
心
理
学
的
問
題
に
属
す
る
、
と
折
口
論
を

退
け
て
い
る
こ
と
を

(9) 



神
の
嫁
で
あ
り
つ
つ
、
神
と
対
立
す
る
精
霊
で
も
あ
る
と
い
う
把
握
は
、

論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
折
口
自
身
が
そ
の
融
合
の
仕
方

を
丁
寧
に
説
明
し
よ
う
と
せ
ず
、
「
か
け
あ
ひ
」
の
意
義
が
忘
れ
ら
れ
て
歌

垣
に
な
っ
た
と
か
、
神
婚
像
礼
の
中
で
男
女
の
合
一
に
至
る
ま
で
の
余
興
と

し
て
「
か
け
あ
ひ
」
が
行
わ
れ
た
な
ど
と
表
陪
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
点
が
批
判
を
招
く
理
由
だ
ろ
う
。
（
「
古
代
の
歌
」
）

と
述
べ
て
い
る
。
結
局
、
掛
け
合
い
の
垂
直
的
な
構
造
に
お
け
る
関
係
が
、
表

現
態
に
あ
っ
て
は
「
か
け
あ
ひ
」
と
し
て
水
平
的
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
何

故
な
の
か
、
そ
の
肝
心
な
と
こ
ろ
の
説
明
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、

「
表
層
的
」
と
い
う
遠
藤
の
折
口
へ
の
批
判
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
批
判
も
も
っ
と
だ
と
思
う
が
、
た
だ
、
折
口
は
「
神
と
精
霊
の
対
立
」

を
例
え
ば
「
も
ど
き
」
と
し
て
か
け
あ
ひ
の
表
現
の
論
理
と
し
て
説
く
。
「
神

と
精
霊
の
対
立
」
が
外
来
神
と
土
地
の
精
霊
と
の
古
代
的
な
関
係
の
様
相
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
様
相
は
、
そ
の
関
係
が
も
た
ら
す
掛
け
合
い
の
表
現
の

様
相
（
歌
垣
の
掛
け
合
い
も
含
む
）
ま
で
も
説
明
す
る
か
な
り
範
囲
の
広
い
概

念
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
折
口
の
中
で
は
、
神
婚
幻
想
に
基
づ

い
た
「
祭
り
の
原
理
」
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
「
歌
、
あ
る
い
は
歌
掛
け

そ
の
も
の
の
論
理
」
（
遠
藤
）
と
し
て
矛
盾
な
く
説
か
れ
る
原
理
に
な
っ
て
い

る
の
だ
。
私
の
違
和
感
は
、
「
祭
り
の
原
理
」
と
「
歌
掛
け
の
論
理
」
を
繋
げ

る
繋
げ
方
に
「
表
層
的
」
と
い
う
よ
り
は
、
本
来
そ
の
両
者
は
繋
が
ら
な
い
の

で
は
と
思
う
か
ら
、
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

四
対
称
性
と
し
て
の
掛
け
合
い

さ
て
、
折
口
信
夫
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
歌
垣
論
に
つ
い
て
見
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
折
口
の
歌
垣
論
へ
の
私
の
違
和
感
は
、
「
歌
路
」
論
へ
の
違

和
感
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

歌
の
掛
け
合
い
は
持
続
を
指
向
す
る
と
い
う
の
が
、
掛
け
合
い
の
現
場
か
ら

得
ら
れ
る
歌
掛
け
の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
歌
掛
け
を
、
恋
愛
の

始
ま
り
と
終
わ
り
（
成
就
）
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
沿
う
も
の
と
み
な
し
、
そ

の
ス
ト
ー
リ
ー
の
理
想
的
な
展
開
に
お
け
る
掛
け
合
い
の
流
れ
を
テ
キ
ス
ト
化

し
た
の
が
歌
路
で
あ
り
、
そ
の
歌
路
に
よ
っ
て
歌
掛
け
を
論
じ
る
と
い
う
立
場

が
あ
る
。
こ
の
後
者
の
「
歌
路
」
論
に
立
っ
た
と
き
、
現
場
で
の
歌
掛
け
の
思

い
が
け
ぬ
よ
う
な
展
開
を
も
含
む
多
様
さ
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際

の
掛
け
合
い
の
生
き
生
き
し
た
や
り
と
り
は
、
歌
路
と
し
て
想
定
さ
れ
た
モ
デ

ル
に
収
倣
さ
れ
る
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、
現
場
で
歌
掛

け
の
調
査
を
し
て
き
た
私
の
「
歌
路
」
論
へ
の
違
和
感
が
あ
る
。

折
口
の
歌
垣
論
も
「
歌
路
」
論
と
よ
く
似
て
い
る
。
歌
を
掛
け
合
う
両
者

を
、
マ
レ
ビ
ト
（
神
）
と
土
地
の
精
霊
（
巫
女
）
に
原
理
化
し
て
し
ま
う
と

き
、
そ
こ
で
ど
ん
な
に
対
立
（
も
ど
き
）
が
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
そ
の
対
立

（
も
ど
き
）
を
語
争
い
や
駆
け
引
き
の
よ
う
な
表
現
と
し
て
説
こ
う
と
、
結
局

は
、
神
に
精
霊
は
屈
服
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
収
倣
さ
れ
る
、
と
い
う
構

造
に
お
い
て
折
口
の
歌
垣
論
は
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
多
様
な
展
開

を
見
せ
る
歌
の
掛
け
合
い
が
「
歌
路
」
に
よ
っ
て
順
序
よ
く
整
理
さ
れ
て
し
ま

う
の
と
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
歌
掛
け
は
ど
う
論
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
か
。
歌
掛
け
の
説
明
原
理

と
し
て
、
「
歌
路
」
論
も
折
口
の
垂
直
的
な
歌
垣
論
も
、
そ
の
論
理
自
体
が
お

か
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
そ
の
よ
う
な
説
明
原
理
で
、

(10) 



実
際
の
現
場
で
の
歌
掛
け
は
説
明
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ

は
、
抽
象
的
な
論
理
で
は
現
場
で
の
流
動
的
で
生
き
生
き
と
し
た
歌
掛
け
は
つ

か
め
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
実
際
に
掛
け
合
わ

れ
持
続
し
て
い
く
歌
掛
は
、
歌
路
や
、
折
口
の
考
え
る
垂
直
的
構
造
に
収
敏
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
違
っ
た
原
理
に
お
い
て
掛
け
合
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

手
塚
恵
子
の
言
い
方
に
倣
っ
て
そ
れ
を
垂
直
性
と
水
平
性
と
し
て
き
た
。
垂

直
性
は
、
歌
掛
け
を
全
体
的
な
構
成
も
し
く
は
構
造
に
お
い
て
個
々
の
掛
け
合

い
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
水
平
性
は
、
掛
け
合
わ
さ
れ
る
そ
の
現
在
的
時
間
の

中
で
消
費
さ
れ
る
言
業
の
や
り
と
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
や
り
と
り
（
問
答
）
を

い
か
に
持
続
さ
せ
る
か
に
歌
い
手
は
夢
中
に
な
り
、
予
定
さ
れ
た
結
末
に
向
か

う
流
れ
に
乗
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
た
い
て
い
は
そ
れ
を
衷
切
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
や
り
と
り
で
あ
る
。

例
え
ば
そ
れ
を
男
女
の
対
称
的
な
関
係
（
水
平
性
）
に
お
け
る
歌
の
や
り
と

り
、
と
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
歌
を
掛
け
合
う
現
実
の
男
女
は
社
会
的
な

関
係
に
お
い
て
対
称
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
非
対
称
的
と
言
っ
た
方
が
い
い

だ
ろ
う
。
非
対
称
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
掛
け
合
う
両
者
を
対
の
よ
う
な
関

係
に
特
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
で
は
、
対
の
男
女
で
あ
ろ
う

と
、
共
同
体
や
国
家
の
構
成
原
理
の
構
造
に
沿
う
よ
う
に
人
間
関
係
も
倣
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
外
来
の
神
（
神
）
と
土
地
の
精
霊
の
支
配
・

服
従
の
関
係
は
、
共
同
体
に
お
け
る
支
配
・
被
支
配
構
造
に
お
け
る
首
長
と
構

成
員
と
の
幻
想
上
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
非
対
称
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
歌
掛
け
で
は
、
こ
の
非
対
称
的
な
関
係
が
水
平
的
な
対
称
的
関

係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
が
歌
掛
け
を
論
じ
る
場
合
の
問
題
点
な
の
だ
。

対
称
的
な
関
係
に
換
え
ら
れ
る
と
、
そ
こ
で
当
然
、
非
対
称
性
が
負
っ
て
い

た
社
会
的
関
係
は
い
っ
た
ん
解
除
さ
れ
る
。
例
え
ば
白
族
の
歌
掛
け
の
場
で
、

既
婚
者
が
未
婚
を
装
っ
て
参
加
出
来
る
の
は
そ
う
い
っ
た
理
由
だ
ろ
う
。
「
古

し
び
の
お
み
お
け
の
み
こ
と

事
記
」
消
寧
天
皇
の
条
に
、
志
毘
臣
と
哀
祁
命
が
大
魚
を
取
り
合
っ
て
歌
の
掛

け
合
い
を
す
る
場
面
で
も
、
こ
の
掛
け
合
い
が
一
晩
も
続
く
ほ
ど
持
続
可
能
な

の
は
、
掛
け
合
う
両
者
が
非
対
称
的
な
関
係
で
あ
る
臣
下
の
関
係
が
い
っ
た
ん

解
除
さ
れ
、
対
称
的
な
関
係
に
な
る
か
ら
だ
。

三
谷
邦
明
は
志
毘
臣
と
哀
祁
命
の
掛
け
合
い
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。古

代
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
特
定
の
時
空
で
行
わ
れ
る
ハ
レ
の
非
日
常

的
な
世
界
で
は
、
労
働
と
生
産
に
よ
る
ケ
の
日
常
的
な
リ
ズ
ム
を
支
え
る
た

め
に
、
敢
え
て
そ
の
リ
ズ
ム
と
は
さ
か
し
ま
な
、
遊
戯
と
消
費
に
よ
る
反
秩

序
的
な
禁
止
さ
れ
て
い
る
悪
へ
の
違
犯
が
行
わ
れ
た
。
歌
垣
は
、
歌
を
掛
け

合
う
春
•
秋
の
夜
に
行
わ
れ
る
祝
祭
だ
が
、
そ
こ
で
も
日
常
生
活
で
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
姦
通
・
密
通
あ
る
い
は
権
力
へ
の
悪
口
等
々
と
い
う
違
犯
が
、

試
み
ら
れ
、
歌
に
歌
わ
れ
て
、
歌
舞
飲
食
の
乱
痴
気
騒
ぎ
の
甜
渦
に
陥
っ
た

に
相
違
な
い
。
（
「
歌
垣
の
歌
」
一
九
七
六
年
）

(11) 

三
谷
邦
明
は
、
こ
の
場
面
は
、
本
来
許
容
さ
れ
る
べ
き
歌
垣
で
の
悪
口
を
許

お
け
の
み
こ
と

容
し
な
い
、
つ
ま
り
歌
垣
と
い
う
祝
祭
を
も
破
壊
す
る
哀
祁
命
と
い
う
巨
大
悪

（
王
）
の
誕
生
を
物
語
る
話
だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

興
味
深
い
。
た
だ
、
両
者
の
悪
口
の
掛
け
合
い
が
、
違
犯
が
許
さ
れ
る
祝
祭
で

あ
る
か
ら
、
と
い
う
説
明
の
仕
方
は
、
や
は
り
、
歌
掛
け
の
実
際
を
解
き
明
か



し
た
い
私
と
し
て
は
、
折
口
の
論
理
と
同
様
、
垂
直
的
に
説
明
過
ぎ
る
の
で
は

と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
し
ま
う
と
、
結
局
、
共
同
体
の
秩
序
を
逸
脱
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
祝
祭
と
い
う
共
同
体
を
支
え
る
祭
式
幻
想
に
、
歌
掛
け
は
予
定

調
和
的
に
沿
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
ぴ
の
お
み
お
け
の
み
こ
と

志
毘
臣
と
哀
祁
命
は
対
称
的
な
対
の
男
女
と
同
じ
よ
う
に
歌
を
掛
け
合
っ
て

い
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
の
関
係
が
成
立
す
る
根
拠
を
祝
祭
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

引
っ
張
り
上
げ
て
論
理
化
し
な
い
、
そ
こ
が
歌
掛
け
を
論
じ
る
上
で
重
要
な
の

だ
。
何
故
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
引
っ
張
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
対
称
的
な
関
係

は
、
結
局
、
非
対
称
的
な
構
造
の
素
材
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る。
歌
掛
け
は
、
掛
け
合
う
両
者
を
対
称
的
な
関
係
に
変
換
し
、
た
だ
そ
の
掛
け

合
い
が
持
続
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
く
。
何
故
な
の
か
、
を
、
祝
祭
の
よ
う

な
幻
想
に
引
き
上
げ
て
論
じ
な
い
。
ま
た
、
歌
路
の
よ
う
な
、
始
点
と
終
点
の

あ
る
理
想
的
な
構
成
の
中
の
通
過
点
の
よ
う
に
論
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
歌

掛
け
を
論
じ
る
と
き
の
、
私
の
基
本
姿
勢
な
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
小
川
学
夫
は
、
奄
美
で
は
、
歌
掛
け
は
果
て
し
な

あ

ぶ

し

く
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
「
畦
並
べ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

と
述
べ
て
い
た
。
持
続
を
指
向
す
る
と
は
、
終
わ
り
と
い
う
目
的
も
し
く
は
完

結
を
目
指
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ど
こ
か
で
終
わ
る
の
だ
と

し
て
も
だ
。

と
り
あ
え
ず
は
、
以
上
述
べ
て
来
た
こ
と
を
、
現
段
階
で
の
私
の
歌
掛
け
の

論
じ
方
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

参
照
文
献

工
藤
隆
•
岡
部
隆
志
共
著
「
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録

l
9
9
8

」
大
修

館
書
店
二

0
0
0
年

工
藤
隆
「
雲
南
省
ペ
ー
族
歌
垣
と
日
本
古
代
文
学
」
勉
誠
出
版
二

0
0
六
年

岡
部
隆
志
「
続
る
歌
掛
け
ー
中
国
雲
南
省
白
族
の

2
時
間
4
7
分
に
渡
る
歌
掛
け

事
例
報
告
ー
」
「
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
四
十
九
号
」
二

0
0
六
年

一
月

真
下
厚
「
中
国
湖
南
省
鳳
凰
県
ミ
ャ
オ
族
の
恋
愛
習
俗
」
「
ア
ジ
ア
民
族
文
化
研

究一

0
号
」
ア
ジ
ア
民
族
文
化
学
会
編
二

0
-
―
年
三
月

手
塚
恵
子
「
中
国
広
西
壮
族
歌
垣
調
査
全
記
録
」
大
修
館
書
店
二

0
0
二
年

小
川
学
夫
「
歌
謡
（
う
た
）
の
民
俗
奄
美
の
歌
掛
け
」
雄
山
閣
一
九
八
八
年

内
田
る
り
子
「
照
葉
樹
林
文
化
圏
に
お
け
る
歌
垣
と
歌
掛
け
」
岩
波
「
文
学
」

(12) 

一
九
八
四
年
十
二
月

辰
巳
正
明
（
「
か
け
お
ち
の
歌
ー
中
国
広
西
・
雲
南
地
区
少
数
民
族
の
歌
唱
文
化
」

「
創
造
の
ア
ジ
ア
1

号
」
勉
誠
出
版
一
九
八
八
年
十
一
月

星
野
紘
「
歌
垣
と
反
附
の
民
族
誌
」
創
樹
社
一
九
九
六
年

工
藤
隆
「
歌
垣
の
世
界
」
勉
誠
出
版

折
口
信
夫
「
日
本
文
学
史
1

二
0
一
六
年

-
「
歌
垣
」
」
「
国
文
学
購
義
」
全
集
ノ
ー
ト
絹
第

二
巻

折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
第
四
稿
」
全
集
第
一
巻

折
口
信
夫
「
万
薬
集
の
解
題
」
全
集
第
一
巻

折
口
信
夫
「
鬼
の
話
」
全
集
第
三
巻

岡
部
隆
志
「
水
平
と
し
て
の
問
答
論
」
「
日
本
歌
謡
研
究
」
第
五
十
二
号
日
本
歌

謡
学
会
二

0
―
二
年



手
塚
恵
子
「
中
国
少
数
民
族
の
掛
け
歌
」
「
歌
垣
の
起
源
を
探
る
」
真
下
厚
•
手

塚
恵
子
・
岡
部
隆
志
編
三
弥
井
書
店
二

0
-
―
年

遠
藤
耕
太
郎
「
古
代
の
歌
ア
ジ
ア
の
歌
文
化
と
日
本
古
代
文
学
」
瑞
木
書
房

二
0
0九
年

(13) 


