
Title 古今和歌集と風俗歌

Author(s) 今井, 優

Citation 語文. 1965, 25, p. 25-34

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68559

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



古

今

和

歌

集

と

風

俗

歌

風
俗
歌
は
狭
義
に
解
す
れ
ば
、
神
楽
、
催
馬
楽
と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
ら
と
並

立
す
る
風
俗
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
神
楽
、
催
馬
楽
等
四
譜
成
立
以
前
の
原
型

的
意
義
で
風
俗
歌
と
い
う
語
を
理
解
す
る
こ
と
と
す
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、

奈
良
朝
平
安
朝
初
期
に
採
用
さ
れ
た
民
謡
と
そ
の
形
式
で
制
作
し
使
用
さ
れ
た

歌
謡
と
を
含
め
る
わ
け
で
あ
る
。

古
今
集
の
読
人
知
ら
ず
の
歌
が
万
葉
集
の
巻
七
、
十
、
十

一
の
歌
と
多
く
同

歌
類
歌
の
関
係
に
た
ち
、
か
つ
古
今
集
中
歌
詞
の
校
異
を
記
し
て
い
る
の
は
、

読
人
知
ら
ず
の
歌
か
、
読
人
が
明
ら
か
で
も
題
の
無
い
歌
か
に
限
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、

（
こ
の
万
葉
集
の
作
者
不
明
巻
に
謡
い
も
の
の
性
質
が
あ
る
と

仮
定
し
、
歌
詞
に
異
同
の
動
揺
が
あ
る
の
は
、
謡
い
も
の
と
い
う
性
質
か
ら
き

て
い
る
と
す
れ
ば
）
古
今
集
の
読
人
知
ら
ず
歌
は
謡
い
も
の
と
し
て
の
性
質
が

濃
厚
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
成
り
立

っ
て
く
る
。

現
に
古
今
集
中
に
散
在
し
て
い
る
風
俗
、
あ
る
い
は
風
俗
之
関
係
を
も
つ
事

項
を
文
献
的
に
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
更
に
広
く
読
人
知
ら
ず
歌

の
中
に
は
風
俗
的
な
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
た
だ
文
献
的
に
そ
れ
と

指
摘
で
き
な
い
が
と
い
う
推
定
も
行
わ
れ
て
い
る
。

土
佐
日
記
を
通
し
て
考
え
て
み
て
も
、
貫
之
は
風
俗
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
貫
之
の
曽
祖
父
、
祖
父
が
雅
楽
頭
で
あ
り
、
尊
卑
分
脈
や
紀
氏

今

井

優

系
図
に
は
、
貫
之
は
、
童
名
内
教
坊
阿
古
久
曽
と
号
し
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ

れ
て
お
り

．
更
に
、
貫
之
の
母
は
内
教
坊
の
女
性
で
内
教
坊
の
中
で
貫
之
が
育

回

っ
た
か
と
い
う
想
像
す
ら
あ
る
。

又
こ
の
貫
之
た
ち
に
先
行
す
る
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
遍
照
が
和
琴
の
道
で

深
く
通
じ
て
高
名
が
あ

っ
た
こ
と
を
詳
し
く
調
べ
、
嵯
峨
天
皇
や
広
井
女
王
を

は
じ
め
と
す
る
平
安
朝
初
期
の
歌
謡
の
状
態
に
つ
い
て
も
言
及
が
行
わ
れ
て
い

石
。以

上
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
諸
説
に
よ
っ
て
考
え
て
み
て
も
古
今
集
の
周
辺
や
作

家
、
歌
そ
の
も
の
に
風
俗
の
影
が
落
ち
て
い
る
こ
と
が
想
察
で
き
る
が
、
古
今

集
の
歌
の
声
調
に
関
し
て
も
、
そ
の
円
滑
流
麗
さ
か
ら
推
し
て

「金
石
糸
竹

‐に

謡
ひ
合
は
せ
て
、　
一
々
撰
歌
を
試
み
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」

と
い
う
説

も
捨
て
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
事
実
、
日
本
紀
講
尭
宴
和
歌
は
和
琴
に

よ
っ
て
伴
奏
さ
れ
て
い
る
。

古
今
集
仮
名
序
を
通
し
て
み
ら
れ
る
仮
名
序
筆
者
の
歌
の
根
本
的
な
理
念
は
、

大
学
会
の
悠
基
主
基
の
風
俗
、
清
暑
堂
神
宴
の
風
俗
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

想
察
さ
れ
る
。
じ
じ
つ
古
今
集
巻
二
十
は
大
歌
所
御
歌
で
あ
る
が
、
巻
二
十
は

巻
末
と
し
て
軽
い
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
巻
軸
の
最
奥
に
位
置
し
て
歌
の
本

源
が
こ
こ
に
あ
り
と
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



一

さ
て
、
右
の
諸
説
を
出
発
点
と
し
て
更
に
古
今
集
と
風
俗
と
の
関
係
を
跡
づ

け
て
み
よ
う
。

内
教
坊
に
関
す
る
本
朝
の
資
料
は
断
片
的
で
あ
る
が
、
唐
朝
に
つ
い
て
は
詳

し
い
研
究
が
あ
り
参‐
考
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
中
国
で
は
伝
統
的
な
思
想
に

も
と
づ
い
て
、
楽
舞
は
専
ら
男
性
の
た
ず
さ
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
女
子
が
雅
楽
を
習
い
演
じ
る
た
め
に
は
別
に
内
教
坊
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
正
統
の
雅
楽
は
屋
外
で
演
じ
ら
れ
る
百
人
以
上
の
大
編
成
の
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
大
規
模
な
も
の
は
本
朝
に
は
稀
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本

朝
の
雅
楽
寮
は
規
模
は
小
さ
く
内
教
坊
女
楽
と
規
模
に
お
い
て
は
区
別
が
少
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
内
教
坊
女
楽
は
女
性
が
主
体
で

あ
り
室
内
楽
で
あ

っ
て
、
饗
宴
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
に
主
な
務
め
が
あ

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
既
に
唐
朝
で
は
伝
統
的
な
雅
楽
よ
り
俗
楽
の
要
素
を
混
え
た
燕
饗

楽
の
方
が
盛
ん
で
あ

っ
た
。
本
朝
で
雅
楽
と
称
し
て
い
て
も
そ
れ
は
唐
朝
の
燕

饗
楽
を
い
う
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

本
朝
内
教
坊
は
唐
制
の
移
入
で
あ
る
が
規
模
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
小
さ
い
よ

う
で
あ
り
、
制
度
も
確
立
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
内
教
坊
よ
り
は

赫鰤中は舞け嘲岬赫衆洵脚慨曖微̈
な瑯』興̈
け』』ｒ鉦剰対洋利

囃」概「なあ』いし御赫腋額舞けれな辞猜いれつめ燎喫い嚇蹴摯一舷

】期いに舞”浸は］崚肛噸疇に朝輔は藤力ヽ婦嗽〔われ］嘲働』概躍両

宿した友人の衣物を奪って殺してしまうという貧しい女もいたよう
け秘れど軸嘲秘“哺餡蹴、侶女と称されている者は内宴の日に従五

おい“電凌赫り時鴇鮒権嘲】潮」躙婦赫動い舞製湾̈
駆Ｃれつな疎興

但α颯物は勝燕ヽ
あ「つ内】動期爆は駆け”かつぅ翻躊鰤用」は静熊ぽ一

動聾務″期囃げ掛訓μ場騨昼動ない』）鎖曖嗅呻蒻効攣力ヽ少「螂い」

嘲独辟蟻餞赫〔れⅥ輛れに輔なわい赫妊』ユ蒙期を婿織れ咄疇れ蒙

贅妨』詢にヵ、ｒ哺Ⅷない知機動衆嘲囃娘獅臨れな一狂滝”薇吻るが、

漢
文
学
者
と
し
て
の
貫
之
の
側
面
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
コ
の
こ
と
と
幼
少

年
時
代
を
内
教
坊
で
過
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
相
扶
け

あ
う
事
柄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
中
国
の
伝
統
的
な
観
念
か
ら
い
え
ば
琴
と
書
と

は
士
太
夫
階
級
の
必
修
教
養
で
あ

っ
た
か
ら
で
磁
る
。
後
官
に
お
い
て
は
、
楽

器
と
図
書
と
の
管
理
は
同

一
処
で
行
わ
れ
て
い
る
。
正
月
の
内
宴
に
は
献
詩
が

あ
り
内
教
坊
の
奏
楽
に
よ
っ
て
披
講
が
伴
奏
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詩
と

琴
と
の
結
び
つ
き
は
内
宴
に
お
い
て
決
定
的
な
よ
う
で
あ
る
。

応嘲』̈
料な知】物が螂朔”れわれ鰯は幅嘲」なａ師駆嘲働ゆ̈
望

馨押”は剛嘲嘲概「新判はゆなわ
（っ離れい“い一わ畔響ヽ
端嘲力ヽ館つで

た
が
、
宗
貞
が
琴
歌
の
妙
に
よ
っ
て
渤
海
使
労
間
の
任
に
選
ば
れ
た
と
考
え
る

な
ら
、
業
平
も
叉
、
琴
歌
の
能
に
よ
っ
て
こ
の
労
間
の
任
に
選
ば
れ
た
と
考
え



ら
れ
る
で
あ
ろ
め
¨
諸
魚
に
関
し
て

「伝
云
性
好
二琴
歌
一無
二他
才
能
こ

と
い

う
批
評
が
あ
る
が
こ
れ
を
三
代
実
録
の
業
平
評

「略
無
才
学
、
善
作
和
歌
」
に

比
較
し
て
み
れ
ば
、
才
と
歌
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
が
、
諸
魚
の
場
合
の
琴
歌

と
業
平
の
場
合
の
和
歌
と
に
は
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
琴
に
は
既
成
の
歌
謡
が
用
い
ら
れ
に
と
考
え
ら
れ
る
が
、
興
至
れ
ば
即

興
の
歌
が
伴
奏
さ
れ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
叉
、
つ
い
で
に
記
す
の
で
あ
る

が
、
業
平
は
体
貌
閑
麗
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
渤
海
使
饗
応
の
資
格
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
貞
観
十
四
年
五
月
、
業
平
が

労
間
に
赴
く
前
に
直
道
宿
祢
氏
守
が
鴻
臓
館
に
出
向
い
て
燕
饗
送
迎
の
事
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
記
事
の
と
こ
ろ
で
氏
守
の
長
所
と
し
て

「為
人
長
大
容
儀
可

観
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

六
歌
仙
と
い
え
ば
他
に
大
伴
黒
主
が
あ
る
が
、
黒
主
は
仁
和
昌
泰
の
大
嘗
会

風
俗
を
詠
ん
で
有
名
で
あ
る
。
小
野
小
町
に
は
采
女
で
あ

っ
た
と
い
う
説
が
有

力
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
文
屋
康
秀
は
縫
殿
助
で
あ

っ
た
が
令
義

解
に
よ
れ
ば
、
采
女
の
管
轄
は
采
女
司
で
あ
る
以
外
、
女
子
の
名
帳
考
課
は
王
、

命
婦
以
下
宮
人
に
至
る
ま
で
は
と
ん
ど
縫
殿
寮
に
あ

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

女
官
は
適
宜
内
教
坊
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
編
成
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は

先
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
康
秀
が
こ
の
よ
う
な
女
官
の
管
理
の
職
に
つ
い
て

い
た
こ
と
と
、
歌
を
善
く
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。

こ
主
導
晰
蜂
州
謳
熱
利
馴

証 ヵ、
ぃ
け
）
れ

ら ヵ、
け
な
鴻
凱
″
〔
赫
牡
腱
い
規
時
に
漱

い
う
先
達
を
と
り
あ
げ
た
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
琴
歌
と
い
う
事
が
ど
の
程
度

に
か
働
き
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
六
歌
仙
に
は
名
だ
け
が

高
く
て
作
品
の
少
い
人
物
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
和
歌
の
観
念
と
し
て
は
、

作
者
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
歌
の
音
楽
的
側
面
か
ら
で
も
歌
仙
と
称
さ
れ
う
る

観
念
の
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

神
楽
催
馬
楽
等
の
曲
目
選
定
は
貞
観
か
ら
延
喜
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ら
し
く

現
存
文
献
も
こ
の
時
期
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
で
は
既

飾
却
ほ
蹴
議
は
蹴
」
蒙
藁
獄

で っ
な
い
」
は
前
「
賜
』
″
融
嘲
嘲
構
わ
臨
議
袈
報

が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
中
期
に
も
そ
れ
が
人
々
の
間
で
口

ず
さ
ま
れ
た
こ
と
は
肯
定
で
き
る
が
、
し
か
し
新
鮮
で
生
産
力
を
多
く
も

っ
た

発
育
流
動
期
は
延
喜
以
前
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
古
今
風
和
歌
の
生
成
期
、

い
わ
ば
六
歌
仙
の
時
代
と
並
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

和
歌
文
学
大
辞
典
の
和
歌
史
年
表
に
詳
し
い
調
査
が
あ
る
よ
う
に
、
平
安
朝

初
期
の
天
皇
行
幸
で
は
、
そ
の
行
幸
先
の
土
地
で
歌
謡
が
献
じ
ら
れ
る
こ
と
が

反
々
あ
る
。
大
学
会
で
は
悠
基
主
基
の
風
俗
が
献
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
初
期
平
安
朝
の
宮
廷
に
は
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
新
鮮
な
歌
謡
が
集
積
さ
れ

た
に
違
い
な
い
。
広
井
女
王
は
歌
を
能
く
し
、
殊
に
催
馬
楽
に
す
ぐ
れ
諸
大
夫

や
少
年
の
好
事
者
は
こ
れ
に
就
い
て
学
ん
だ
と
い
う
。
彼
等
は
即
興
的
に
歌
詞

を
制
作
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
六
歌
仙
の
歌
風
と
い

う
の
は
、
風
俗
の
発
想
を
承
け
て
成
長
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
臆
測

が
可
能
で
あ
る
。
じ
じ
つ
わ
た
く
し
は
古
今
集
の
歌
風
の
中
に
そ
の
よ
う
な
形

跡
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
こ
と
を
論
証
し
て
み
よ
う
。

二

現
存
四
譜
は
延
喜
前
後
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
そ
れ
以
前
の
流
動
的
、

生
産
的
な
風
俗
の
お
も
か
げ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
程

度
問
題
で
あ
る
が
、
実
際
に
四
譜
の
歌
謡
に
接
し
て
み
る
と
き
た
し
か
に
奈
良

朝
平
安
朝
初
期
の
歌
謡
ら
し
さ
は
依
然
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え



な
い
と
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
こ
こ
で
扱
お
う
と
す
る
方
法
の
範
囲
内
で
は
、

改
変
が
あ

っ
た
と
し
て
も
主
な
論
旨
に
は
動
揺
が
き
た
さ
な
い
と
思
う
。
し
た

が

っ
て
流
動
期
の
風
俗
の
資
料
と
し
て
現
存
四
譜

（
テ
キ
ス
ト
は
日
本
古
典
文

学
大
系
）
を
使
う
こ
と
と
し
よ
う
。

大
原
や
　
せ
が
井
の
清
水
　
杓
も
て
鶏
は
鳴
く
と
も
遊
ぶ
瀬
を
汲
め
　
遊
ぶ

瀬
を
汲
め

右
は
神
楽
採
り
物
の
歌
、
約
で
あ
る
が
採
り
物
に
転
用
さ
れ
る
以
前
は
民
謡

で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
思
う
。
納
涼
の
歌
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、

恋
愛
の
発
想
を
も
つ
部
分
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
解
釈
は
ま
だ
十
分

遂
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ま
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
に
し
た
い
と

こ
ろ
は
、
「を
ぶ
澱
を
汲
め
」
と
い
う
文
体
形
式
で
あ
る
。
「遊
ぶ
瀬
を
汲
め
」
と

い
う
文
体
は
「遊
ぶ
瀬
を
汲
む
」
と
い
う
文
体
の
発
想
と
は
異
る
。
後
者
は
「遊

ぶ
瀬
を
汲
む
」
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
あ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
井
水
の
清
涼
さ

が
既
に
獲
得
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
の
描
写
句
で
あ
る
。
前
者
は
描
写
句
で
は
な

い
。
井
水
の
清
涼
さ
に
対
し
て
い
だ
く
人
間
の
あ
こ
が
れ
の
気
持
の
投
げ
か
け

で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
既
に
獲
得
さ
れ
た
井
水
の
清
涼
さ
が
人
間
の
感
情

と
交
感
し
て
、
み
た
さ
れ
た
幸
福
感
が
あ
る
が
、
前
者
に
あ

っ
て
は
ま
だ
対
象

に
ま
で
至
り
つ
い
て
い
な
い
、
あ
こ
が
れ
の
気
分
を
か
き
た
て
る
詞
句
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
歌
を
納
涼
の
も
の
と
解
釈
し
て
述
べ
た
が
、
も
し
恋
愛
発
想
の
も

の
と
し
て
い
う
な
ら
ば
、

「遊
ぶ
瀬
を
汲
め
」
と
い
う
の
は
、
恋
人
の
い
る
場

所
か
ら
離
れ
た
く
な
い
と
い
う
恋
人
へ
の
あ
こ
が
れ
の
意
識
の
な
げ
か
け
と
し

て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
命
令
形
式
は
主
情
的
な
人

間
の
意
識
の
投
げ
か
け
で
あ
る
点
に
お
い
て
変
り
は
な
い
。
状
態
を
い
う
の
で

は
な
く
、
状
態
で
あ
れ
と
希
望
す
る
心
か
ら
生
れ
て
き
た
文
体
形
式
で
あ
る
。

若
草
の
　
や
　
妹
は
乗
り
た
り
　
あ
い
そ
　
我
も
乗
り
た
り
や
　
船
傾
く
な

船
傾
く
な

右
は
大
前
張
の
一
つ
。
内
容
か
ら
推
し
て
生
産
民
の
間
で
生
れ
た
民
謡
で
あ

る
こ
と
に
誤
は
あ
る
ま
い
。
妹
は
乗
り
た
り
　
我
も
乗
り
た
り
と
提
示
し
、
そ

し
て

「船
傾
く
な
」
と
呼
び
か
け
る
趣
向
は
、
妻
女
と
わ
が
身
と
を
い
と
お
し

む
と
こ
ろ
に
主
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
船
を
傾
け
る
な
、
慎
重
に

漕
ご
う
よ
と
い
う
の
は
、
波
を
立
て
て
い
る
海
、
揺
れ
て
い
る
舟
に
あ

っ
て
、

生
活
の
平
穏
を
願
う
意
識
の
投
げ
か
け
で
あ
る
。
平
穏
を
願
う
と
い
え
ば
深
刻

で
あ
り
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
陽
気
な
生
の
祝
福
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

天
な
る
雲
雀
　
寄
り
来
や
雲
雀
　
富
草
　
富
草
持
ち
て

右
は
小
前
張
の
未
。
こ
れ
も
本
来
、
農
民
の
生
活
か
ら
生
れ
た
歌
謡
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

「寄
り
来
や
雲
雀
　
富
草
持
ち
て
」
と
雲
雀
に
呼
び
か
け
る
こ

の
趣
向
は
非
現
実
で
あ

っ
て
、
人
間
の
経
験
の
枠
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
雲
雀
が
草
を
く
わ
え
て
人
に
近
づ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
に

は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
は
、
福
徳

を
願
う
欲
求
の
意
識
か
ら
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
識
の
投
げ
か
け
が
こ
の
詞
の
心

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

神
楽
か
ら
ば
か
り
例
を
引
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な

文
体
形
式
を
も

っ
た
歌
謡
は
風
俗
の
中
に
豊
富
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
風
俗
の
発
想
の
一
つ
の
特
質
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
催
馬
楽

で
は
、

「飛
鳥
井
に
　
宿
り
は
す
べ
し
　
や
　
お
け
　
蔭
も
よ
し
　
御
甕
も
寒

し
御
株
も
よ
し
」

「‐紀
の
国
の
　
自
良
の
浜
に
　
ま
白
良
の
浜
に
　
降
り
ゐ
る

鴎
　
は
れ
　
そ
の
珠
持
て
来
」
こ
れ
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
な
文
体
形
式
は
、
要
す
る
に
人
間
の
願
望
や
あ
こ

が
れ
を
外
に
向

っ
て
投
げ
か
け
る
心
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
指
し
て
希
求
の
文
体
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
文
法
上
の
形
式
と
し



て
は
命
令
形
式
を
と
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
逆
に
文
法
上
で
命
令
形
を
も
つ

形
式
の
発
想
は
す
べ
て
こ
こ
で
い
う
希
求
形
式
に
当
る
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な

い
。
こ
の
逆
命
題
の
不
当
に
つ
い
て
は
後
程
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
希
求
の
文
体
は
発
想
の
主
体
者
自
身
を
も
対
象
に
含
め
て
い
う
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
意
識
の
投
げ
か
け
は
主
と
し
て
環
境
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、

「
…
…
で
あ
れ
」

「
…
…
せ
よ
」
と
い
う
環
境
へ
の
呼
び
か
け

が
中
心
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
呼
び
か
け
の
対
象
を
環
境
よ
り

も
発
想
の
主
体
者
自
身
に
重
点
を
お
く
場
合
、

「
…
…
で
あ
れ
」

「
…
…
せ
よ

」
と
い
う
形
式
か
ら
転
じ
て

「
…
…
し
よ
う
」
と
い
う
将
然
の
文
体
形
式
に
変

貌
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
…
…
で
あ
れ
」

「
…
…
せ
よ
」
と
い
う
希
求
の
文
体
が

も
つ
呼
び
か
け
の
対
象
の
中
に
環
境
だ
け
で
な
く
、
発
想
の
主
体
者
自
身
を
も

含
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
、
第
二
者
に
は
無
関
心
で
発
想
の
主
体
者

が
た
だ
ひ
た
す
ら
主
体
者
自
身
に
向

っ
て
呼
び
か
け
希
求
す
る
場
合
は
、
希
求

よ
り
転
じ
て

「
…
…
し
よ
う
」
と
い
う
将
然
の
文
体
に
一
歩
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。

お
の
れ
自
身
に
向
っ
て

「
…
…
せ
よ
」
と
呼
び
か
け
て
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
受

け
付
け
た
な
ら
ば

「
…
…
し
よ
う
」
と
い
う
応
答
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
の

「
飛
鳥
井
に
宿
り
は
す
べ
し
」
と
い
う
文
体
は
、
希
求

の
文
体
で
も
あ
り
将
然
の
文
体
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
将
然
の
文
体
を
も

っ
た
風
俗
を
抽
き
出
し
て
み
よ
う
。

幣
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
べ
神
の
御
手
に
取
ら
れ
て
な
づ
さ
は
ま
し
を
　
な

づ
さ
は
ま
し
を

篠
分
け
ば
袖
こ
そ
破
れ
め
利
根
川
の
石
は
踏
む
と
も
い
ざ
川
原
よ
り
　
い
ざ

川
原
よ
り
　

（神
楽
）

伊
勢
の
海
の
清
き
渚
に
し
は
が
ひ
に
な
の
り
そ
や
摘
ま
む
貝
や
拾
は
む
や

玉
や
拾
は
む
や

更
衣
せ
む
や
　
さ
き
む
だ
ち
や
　
我
が
衣
は
野
原
篠
原
萩
の
花
摺
や
　
さ
き

む
だ
ち
や
　

（催
馬
楽
）

右
は
神
楽
催
馬
楽
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
を
引
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
希

求
将
然
の
文
体
を

一
つ
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
体
は
風
俗
の
圧
倒
的

に
大
き
な
特
徴
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
例
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
や
は
り
こ
こ
で
も
将
然
の
文
体
と
い
う

の
は
獲
得
さ
れ
た
現
実
の
描
写
で
は
な
く
、
人
間
の
側
の
願
望
や
あ
こ
が
れ
の

実
現
を
期
待
し
た
対
象
へ
の
意
識
の
投
げ
か
け
の
文
体
で
あ
る
。
現
実
の
将
来

に
何
か
を
期
待
す
る
心
の
文
体
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
節
で
は
風
俗
の
文
体
が
六
歌
仙
の
作
風
に
ど
ん
な
関
係
を
も

っ

て
い
る
か
、
そ
れ
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
ま
ず
遍
照
の
文

体
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
遍
照
の
歌
は
古
今
集
中
に
十
七
首
あ
る
が
そ
の
う
ち

で
七
首
は
将
然
希
求
の
形
式
を
も

っ
た
文
体
で
あ
る
。

よ
そ
に
見
て
帰
ら
む
人
に
藤
の
花
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
枝
は
を
る
と
も
　
名
に

め
で
て
折
れ
る
ば
か
り
ぞ
女
郎
花
わ
れ
お
ち
に
き
と
人
に
語
る
な
　
夕
暮
の
ま

が
き
は
山
と
見
え
な
な
む
夜
は
越
え
じ
と
宿
り
と
る
べ
く
　
山
風
に
桜
ふ
き
ま

き
み
だ
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
立
ち
と
ま
る
べ
く
　
み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り

ぬ
な
り
苔
の
袂
よ
乾
き
だ
に
せ
よ
　
花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
み
せ
ず
と
も
香
を

だ
に
盗
め
春
の
山
風
　
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
少
女
の
姿
し
ば
し
と

ど
め
む

右
が
そ
の
七
首
で
あ
る
が
、
次
に
業
平
に
関
し
て
は
次
の
通
り
。
業
平
の
歌

は
古
今
集
中
三
十
首
　
そ
の
中
の
十
首
が
将
然
形
式
、
希
求
形
式
を
も

っ
た
歌

で
あ
る
。

今
日
こ
ず
は
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し

や
　
桜
花
散
り
か
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に
　
名



に
し
負
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
　
狩
り

暮
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り
　
浅
み
こ
そ

袖
は
ひ
づ
ら
め
涙
川
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
頼
ま
む
　
人
し
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
ぢ

の
関
守
は
宵
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む
　
か
き
く
ら
す
心
の
間
に
ま
ど
ひ
に

き
夢
う
つ
つ
と
は
世
人
さ
だ
め
よ
　
お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の

積
れ
ば
人
の
老
と
な
る
も
の
　
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端

逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
　
世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も

と
な
げ
く
人
の
子
の
た
め

遍
照
、
業
平
と
並
ん
で
こ
の
文
体
形
式
の
歌
を
多
く
も

っ
て
い
る
の
は
、
遍

照
の
子
、
素
性
で
あ
る
。
古
今
集
三
十
七
首
中
十
首
で
あ
る
。

見
て
の
み
や
人
に
語
ら
む
桜
花
手
ご
と
に
折
り
て
家
荀
に
せ
む
　
花
散
ら
す

風
の
宿
り
は
た
れ
か
知
る
我
に
教
へ
よ
ゆ
き
て
恨
み
む
　
花
の
木
も
今
は
掘
り

植
ゑ
じ
春
た
て
ば
移
ろ
ふ
色
に
人
な
ら
ひ
け
り
　
い
ざ
け
ふ
は
春
の
山
べ
に
交

り
な
む
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
　
倍
し
と
思
ふ
心
は
糸
に
よ
ら
れ
な

む
散
る
花
ご
と
に
抜
き
て
と
ど
め
む
　
思
ふ
ど
ち
春
の
山
辺
に
う
ち
む
れ
て
そ

こ
と
も
い
は
ぬ
旅
寝
し
て
し
が
　
今
宵
来
む
人
に
は
あ
は
じ
棚
機
の
ひ
さ
し
き

は
ど
に
待
ち
も
こ
そ
す
れ
　
も
み
ぢ
葉
は
袖
に
こ
き
入
れ
て
も
て
出
な
む
秋
は

限
り
と
見
む
人
の
た
め
　
古
に
あ
り
き
あ
ら
ず
は
知
ら
ね
ど
も
千
年
の
た
め
し

君
に
は
じ
め
む
　
い
づ
く
に
か
世
を
ば
厭
は
む
心
こ
そ
野
に
も
山
に
も
ま
ど
ふ

べ
ら
な
れ

個
人
別
に
み
て

「
…
…
せ
よ
」

「
…
…
で
ぁ
れ
」

「
…
…
し
よ
う
」
と
い
う

形
式
を
も
っ
た
文
体
の
歌
を
多
く
も
っ
て
い
る
の
は
、
右
の
遍
照
、
業
平
、
素

性
の
二
人
で
あ
る
。
六
歌
仙
の
中
で
も
歌
数
の
多
い
小
町
に
つ
い
て
は
ぜ
ひ
と

り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
小
町
に
お
い
て
は
こ
の
形
式
を
も
つ
歌
が

非
常
に
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ
の
将
然
希
求
の
文
体
形
式
は
主
と
し
て
四
季

の
歌
に
お
い
て
も
っ
と
も
顕
著
な
の
で
あ

っ
て
、
恋
の
部
の
歌
は
定
説
通
り
男

女
贈
答
の
世
界
か
ら
出
来
し
て
き
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
四
季
と
恋
と
で
は
歌

の
環
境
と
母
胎
と
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
小
町
の
歌
は
古
今
集

中
で
は
恋
の
部
に
多
い
の
で
あ
る
。

以
上
は
個
人
別
に
文
体
を
と
り
あ
げ
た
が
こ
ん
ど
は
古
今
集
の
部
立
別
に
こ

の
文
体
形
式
の
歌
を
挙
げ
て
み
る
と
、
も

っ
と
も
多
い
の
は
春
の
部
で
あ
る
。

春
日
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
　
宿
近
く
梅
の
花
植
ゑ
じ
　
散
り
ぬ
と
も
香
を

だ
に
残
せ
　
散
る
と
い
ふ
事
は
な
ら
は
ざ
ら
な
む
　
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は

や
さ
む
　
い
は
ば
し
る
滝
な
く
も
が
な
　
手
ご
と
に
折
り
て
家
づ
と
に
せ
む

け
ふ
こ
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
　
け
ふ
こ
そ
桜
折
ら
ば
折
り
て
め

い
ざ
宿
か
り
て
散
る
ま
で
は
見
む
　
さ
く
ら
色
に
衣
は
深
く
染
め
て
着
む
　
外

の
散
り
な
む
後
ぞ
咲
か
ま
し

右
は
第

一
巻
春
上
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
文
体

形
式
を
も

っ
た
句
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

春
の
部
に
く
ら
べ
て
歌
数
は
ず

っ
と
少
い
が
、
総
歌
数
の
割
合
い
か
ら
い
え

ば
春
の
部
よ
り
ず

っ
と
多
く
こ
の
種
の
文
体
形
式
の
歌
を
含
ん
で
い
る
の
は
巻

七
の
賀
歌
で
あ
る
。

君
が
ち
と
せ
の
あ
り
か
ず
に
せ
む
　
と
ど
め
お
き
て
ば
思
ひ
い
で
に
せ
よ

君
が
や
ち
よ
に
あ
ふ
よ
し
も
が
な
　
さ
く
ら
花
散
り
か
ひ
く
も
れ
　
ち
と
せ
の

た
め
し
君
に
は
じ
め
む
　
あ
か
ぬ
心
に
ま
か
せ
は
て
て
む

以
上
遍
照
、
業
平
、
素
性
　
春
上
　
賀
の
歌
を
抜
き
書
き
し
て
み
た
が
、
こ

れ
ら
を
総
括
し
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
事
象
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
自
然
に

対
す
る
作
者
の
側
の
意
識
が
非
常
に
過
剰
な
こ
と
で
あ
る
。
花
に
あ
こ
が
れ
る

心
、
花
の
散
る
の
を
惜
し
む
心
、
も
み
じ
を
賞
で
る
心
、
総
じ
て
自
然
に
近
づ

こ
う
と
す
る
意
識
が
非
常
に
強
烈
で
あ
る
。
こ
の
強
烈
な
意
識
の
前
で
は
現
実



の
自
然
は
そ
の
欲
求
に
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
き
お
い
自
然
は
古
今

歌
人
の
不
満
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
の
人
た
ち
は
現
実
に
は
起

り
そ
う
に
も
な
い
願
望
を
自
然
に
投
げ
か
け
て

「
…
…
せ
よ
」

「
…
…
…
で
あ

れ
」
と
希
求
す
る
。
あ
る
い
は
現
実
に
は
で
き
そ
う
に
も
な
い
意
志
を
発
表
し

て

「
…
…
し
よ
う
」
と
構
想
す
る
。

更
に
か
れ
ら
の
意
識
を
過
剰
に
す
る
原
因
と
し
て
対
人
意
識
が
あ
る
。
古
今

集
で
は
四
季
の
歌
で
も
具
体
的
な
特
定
の
人
に
献
じ
た
り
贈

っ
た
り
す
る
場
合

が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
制
作
の
場
で
は
事
象
の
現
実
を
描
写
し
て
そ
れ
を

獲
得
す
る
と
い
う
意
図
よ
り
は
、
そ
の
歌
の
受
け
取
り
手
の
心
に
配
慮
が
傾
い

て
、
こ
の
対
人
意
識
の
過
剰
か
ら
事
象
の
現
実
を
超
出
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

「け
ふ
こ
ず
ば
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
」

「
君
が

ち
と
せ
の
あ
り
か
ず
に
せ
む
」
と
い
う
句
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
然
に
関
し
て
の
美
意
識
か
ら
で
あ
れ
、
対
人
意
識
か
ら

で
あ
れ
、
古
今
歌
人
は
過
剰
で
強
烈
な
意
識
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
意
識
が
構
想
す
る
構
図
ど
お
り
に
自
然
が
屈
服
す
る
こ
と
を
願
望
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
願
望
の
投
げ
か
け
に
よ
っ
て
希
求
将
然
の
文
体
が
生
れ
て
き

た
と
思
う
の
で
あ
る
。
願
望
と
は
い
わ
ば
祈
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
っ

て
賀
の
巻
に
こ
の
文
体
の
歌
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
賀
と
は
寿

命
を
こ
と
は
ぐ
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
、
春
の
巻
に
も
こ
の
種
の
文
体

の
歌
が
多
い
理
由
は
、
春
は
喜
ば
し
い
美
し
い
祝
福
さ
れ
る
べ
き
季
節
で
あ
る

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
希
望
が
自
然
に
向

っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

風
俗
は
元
来
は
土
着
民
の
歌
謡
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
宮
廷
に
と
り
入
れ
ら
れ

た
時

「寄
り
来
や
雲
雀
　
富
草
持
ち
て
」
と
か

「伊
勢
海
の
…
…
な
の
り
そ
や

摘
ま
む
　
貝
や
拾
は
む
」
と
い
う
土
着
民
の
願
望
や
希
望
の
発
想
の
方
法
に
耳

を
傾
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
叉
、

「鶏
が
鳴
く
と
も
　
遊
ぶ
瀬
を
汲
め
」
と
か

「我
も
乗
り
た
り
　
船
傾
く
な
」
と
か
い
う
軽
妙
な
表
現
に
魅
せ
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
初
期
に
か
け
て
中
国
詩
文
の
受
容
が
盛
行
し
て

い
た
の
で
、
宮
廷
の
人
た
ち
は
、
中
国
詩
文
か
ら
き
わ
め
て
高
度
な
美
意
識
を

学
び
と
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
風
俗
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
土
着
民

的
な
願
望
か
ら
隔

っ
て
高
度
な
美
意
識
と
主
情
的
な
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
誇

り
と
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
人
た
ち
は
風
俗
の
願
望
発
想
の
形
式
を

借
り
き
た
っ
て
、
そ
れ
に
盛
る
の
に
中
国
詩
文
か
ら
え
た
美
意
識
の
内
容
と
主

情
的
な
内
容
と
を
も

っ
て
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た

が

っ
て
風
俗
と
古
今
集
と
で
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
隔
世
の
感
が
あ
り
、
文
体

の
面
で
も
風
俗
の
将
然
希
求
の
文
体
は
線
が
大
く
大
柄
で
あ
り
、
そ
れ
に
く
ら

べ
て
古
今
集
の
発
想
は
曲
折
が
多
く
個
人
性
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
古

今
風
に
は
そ
れ
に
加
え
て
対
人
意
識
が
加
わ
っ
て

（風
俗
は
元
来
歌
謡
で
あ
る

か
ら
、
古
今
風
の
よ
う
に
一
人
対

一
人
の
贈
答
か
ら
く
る
対
人
意
識
の
な
い
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。）

更
に
復
雑
な
相
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
風
俗
と
古
今
風
と
で
は
そ
の
文
体
の
根
本
に
お
い
て
全
く

一
つ
に
な

る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
遍
照
に
お
い
て
こ
の
感
を
強
く

す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
逆
に
考
え
て
風
俗
の
文
体
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
今
歌
人
の

美
意
識
過
剰
の
ポ
ー
ズ
が

一
そ
う
助
長
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
願
望
と
は
現
実
に
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

願
望
投
げ
か
け
の
文
体
形
式
に
内
容
を
与
え
、
こ
の
文
体
を
実
行
す
る
た
め
に

は
、
現
実
に
相
向

っ
て
い
る
作
者
の
側
に
、
い
つ
も
現
実
意
識
よ
り
も
上
ま
わ

っ
て
い
る
過
剰
な
意
識
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
か
に
中
国
詩
文
か
ら
高
度
な
美
意
識
、
洗
練
さ
れ
た
感
情
を
学
び
と
っ
て



い
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
こ
の
過
剰
な
意
識
の
歌
が
で
き
上
る
と
は
限

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
別
な
様
式
の
歌
風
が
そ
こ
か
ら
生
れ
て
く
る
可
能

性
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
げ
ん
に
大
江
千
里
の
句
題
和
歌
は
、
自
楽
天
の
詩
句

えヵ、」置動嚇「』椰̈
彙綺̈
螂［珊い軸晴醐̈
け向辞穆鶏つしは浸凱け

じ
め
て
古
今
風
が
生
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
風
俗
か
ら
六
歌
仙
へ
と
進
展
し
た
文
体
は
撰
者
の
時
代
に
入
っ
て
更

に
変
貌
す
る
よ
う
で
あ
る
。
将
然
希
求
の
文
体
と
は
対
象
の
存
在
を
認
め
て
そ

れ
に
自
身
の
意
識
を
投
げ
か
け
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
意
識
の
投

げ
か
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
意
識
に
も

っ
ば
ら
重
点
が
お
か
れ
、
作
者
が
意

識
の
世
界
に
こ
も

っ
て
し
ま
う
と
き
、
か
つ
て
は
意
識
の
投
げ
か
け
の
対
象
と

し
て
、
い
わ
ば
意
識
の
対
極
と
し
て
存
在
し
て
い
た
自
然
は
、
意
識
が
行
う
構

想
に
も
と
づ
い
て
組
み
変
え
ら
れ
作
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
経
験
さ

れ
た
自
然
で
は
な
く
、
意
識
の
図
柄
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
新
し
い
説
で
は
な
く
、

あ
ま
り
に
も
定
説
に
な
り
す
ぎ
た
古
今
集
の
趣
向
の
問
題
を
、
風
俗
の
文
体
か

ら
み
て
言
い
改
め
て
み
た
だ
け
で
あ
る
。

袖
ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む
　
こ
の
歌

は
そ
の
よ
う
な
文
体
の
歌
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
春
立
つ
今
日
の
風
よ
吹
き

解
け
と
表
現
す
れ
ば
希
求
の
文
体
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
願
望
の
心

を
も

つ
て
対
象
に
呼
び
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
願
望
の
実
現
と
し
て
対
象
を
改

変
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
将
然
希
求
の
文
体
は
願
望
の
投
げ

か
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
願
望
の
実
現
と
し
て
自
然
を
組
み
改
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

撰
者
の
時
代
に
な
る
と
単
な
る
願
望
の
投
げ
か
け
に
と
ど
ま
る
将
然
希
求
の

文
体
の
歌
は
激
減
す
る
。
貫
之
は
古
今
集
中
四
首
を
も
ち
、
男
恒
は
八
首
、
友

則
は
五
首
、
忠
琴
は
三
首
で
あ
る
。
撰
者
の
総
歌
数
か
ら
み
て
こ
れ
は
非
常
に

小
さ
い
割
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
意
識
の
構
想

（趣
向
）
に
も
と
づ
い
て

自
然
を
組
み
立
て
る
と
い
う
文
体
の
歌
が
数
を
増
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ

る
古
今
風
は
完
成
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
六
歌
仙
か
ら
撰
者
時
代
へ
と

文
体
が
根
本
的
に
変

っ
た
の
で
は
な
い
。
願
望
の
投
げ
か
け
と
、
願
望
に
も
と

づ
く
自
然
の
組
み
替
え
と
は
全
く
紙

一
重
の
差
で
あ
る
。

笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も

我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り

心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば

右
は
二
首
の
歌
を
殊
更
そ
れ
ぞ
れ
二
行
に
分
け
て
書
い
て
み
た
。
こ
の
二
首

の
そ
れ
ぞ
れ
の
前
の
行
は
経
験
的
に
獲
得
さ
れ
描
出
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。
そ

し
て
後
の
行
に
記
さ
れ
た
作
者
の
心
情
は
前
の
行
の
自
然
と
交
感
し
て
そ
こ
に

安
定
し
た
統

一
が
現
わ
れ
て
い
る
。
前
の
行
の
自
然
は
深
い
力
を
湛
え
て
読
者

に
迫

っ
て
く
る
。
そ
の
力
を
後
の
行
の
心
情
で
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
古
今
歌
人
に
と

っ
て
自
然
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
不
可
解
で
不
愉

快
で
不
十
分
な
存
在
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
万
葉
風
の
よ
う
に
自

然
を
不
可
解
で
力
の
こ
も

っ
た
ま
ま
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
自
然

の
力
を
遮
断
し
て
人
間
の
意
識
の
構
図
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
自
然
は
意
識
の
上
に
載
せ
ら
れ
、
す
み
ず
み
ま
で
意
識
の
光
に

照
ら
さ
れ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
明
晰
な
も
の
と
な
っ
た
。
有
機
質
の
自
然
は
こ

こ
で
は
無
機
質
と
な
っ
た
。
そ
し
て
自
然
が
意
識
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
そ
こ
に

不
可
解
を
発
見
し
た
と
き

「
な
ど
…
…
ら
む
」
と
い
う
発
想
を
屡
々
行

っ
た
。
´

古
今
集
に
は
擬
人
化
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
自
然
を
擬
人
化
す
る
と



こ
ろ
に
目
的
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に
打
ち
い

づ
る
波
や
春
の
初
花
　
と
い
う
歌
は
擬
人
化
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど

「打
ち
い

づ
る
波
や
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
波
は
擬
人
化
さ
れ
た
よ
う
な
臭
味
が
加

わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
古
今
風
は
自
然
固
有
の
有
機
的
な
力
と
論
理

と
を
生
か
さ
な
い
で
、
人
間
の
意
識
の
上
に
浮
べ
て
そ
の
意
識
の
構
想
に
も
と

づ
い
て
自
然
を
再
編
成
す
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
人
間
的
な
論
理
の
入
り
込
む
契

機
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
擬
人
が
目
的
で
な
く
て
も
擬
人
化
は
や
む
を
え
な
い

の
で
あ
る
ま
い
か
。三

い
ま
右
に
古
今
風
の
特
質
を
の
べ
て
き
た
と
き
、
た
え
ず
そ
れ
に
対
比
し
て

考
え
て
き
た
も
の
は
万
葉
風
で
あ
る
。
し
か
し
万
葉
集
が
す
べ
て
万
葉
風
な
わ

け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
万
葉
風
は
風
俗
乃
至
古
今
風
と
対
際
的
で
あ
る
が
、

し
か
し
風
俗
と
同
質
の
文
体
の
歌
は
万
葉
集
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

新
室
の
壁
草
刈
り
に
坐
し
給
は
ね
草
の
如
寄
り
合
ふ
少
女
は
君
が
ま
に
ま
に

岡
の
崎
廻
み
た
る
道
を
人
な
通
ひ
そ
あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
む
避
き
道
に

せ
む右

は
万
葉
集
巻
十

一
の
旋
頭
歌
か
ら
二
首
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
い
ず
れ

も
希
求
の
文
体
で
あ
る
。
旋
頭
歌
に
は
こ
の
文
体
の
歌
が
多
い
。
旋
頭
歌
は
歌

謡
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

鯨
魚
取
り
淡
海
の
海
を
　
沖
放
け
て
漕
ぎ
来
る
船
　
辺
附
き
て
漕
ぎ
く
る
船

沖
つ
擢
い
た
く
な
撥
ね
そ
　
辺
つ
擢
い
た
く
な
撥
ね
そ
　
若
草
の
夫
の
思
ふ
鳥

立
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

右
は
巻
二
の
天
智
天
皇
の
皇
后
作
の
挽
歌
で
あ
る
が
、
な
撥
ね
そ
と
い
う
繰

返
し
が
あ

っ
て
希
求
の
文
体
と
い
え
る
が
、
死
者
を
い
と
お
し
む
心
情
か
ら
で

て
き
た
希
求
の
発
想
で
あ
る
。
確
か
な
証
拠
は
な
い
が
こ
れ
も
元
来
歌
謡
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
。

大
殿
の
こ
の
廻
の
　
雪
な
踏
み
そ
ね
　
し
ば
し
ば
も
降
ら
ざ
る
雪
ぞ
　
山
の

み
に
降
り
し
雪
ぞ
　
ゆ
め
寄
る
な
人
や
　
な
踏
み
そ
ね
雪
は

右
は
巻
十
九
所
収
、
三
形
沙
弥
が
誦
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
後
も
伝
誦

さ
れ
て
い
る
。

右
は
万
葉
集
か
ら
希
求
の
文
体
の
ご
く

一
例
を
と
り
出
し
て
そ
れ
が
歌
謡
で

あ
る
か
、
あ
る
い
は
歌
謡
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
歌
謡
を
模
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
推
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
歌
謡
は
展
々
希
求

の
文
体
を
も
ち
、
希
求
の
文
体
は
お
お
く
の
場
合
禁
止
形
命
令
形
を
文
法
形
式

と
し
て
も
つ
と
い
う
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
逆
に
文
法
形
式
と
し
て
禁
止
形

命
令
形
意
志
形
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
が
歌
謡
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
万
葉
集
中
に
は
歌
謡
の
底
流
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
い
わ
ゆ
る
万
葉
風
と
は
そ
の
歌
謡
性
を
払
拭
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
完
成

が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
完
成
に
あ
ず
か
っ
た
人
麿
に
は
も
う

一
つ
の
面
と
し

て
歌
謡
の
蒐
集
を
行

っ
た
形
跡
が
あ
る
。
叉
天
武
朝
に
は
歌
謡
の
整
備
が
行
わ

れ
て
い
る
。
万
葉
風
が
人
麿
か
ら
赤
人
、
家
持
へ
と
衰
退
し
て
い
っ
た
と
き
、

和
歌
は
も
う
い
ち
ど
歌
謡
の
世
界
に
沈
潜
し
て
、
大
学
会
の
風
俗
の
中
か
ら
古

今
風
が
生
れ
て
来
た
と
考
え
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

歌
謡
の
本
質
に
つ
い
て
い
え
ば
そ
れ
は
日
常
性
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
日
常

生
活
に
お
い
て
は
た
え
ず
事
象
や
自
然
に
密
着
し
そ
の
力
や
論
理
に
服
従
し
て

生
き
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
歌
は
妻
の
も
の
で
は
な
く
晴
の
日
の

も
の
で
あ
る
。
晴
の
日
に
お
い
て
は
人
は
日
常
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
願
望
や
期

待
や
祝
福
で
心
が
満
た
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
心
を
自
然
や
事
象
に
向

っ
て
投
げ

か
け
て
ゆ
く
。
歌
に
リ
ア
ル
な
日
常
性
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
歌
に
よ



っ
て
現
実
の
向
上
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
希
望
の
心
が
歌
と

な
り
、
そ
れ
が
神
の
支
配
の
下
で
詠
じ
ら
れ
る
と
き
、
彼
等
の
希
望
の
保
証
感

は

一
そ
う
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
風
俗
の
存
立
し
て
い
た
精
神
的
基
礎
は
こ

れ
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
歌
が
唯
美
的
な
内
容
の
も
の
と
な
り
、
社
会
構
成
は

律
令
制
国
家
と
な
っ
て
も
、
古
今
集
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
歌
謡
を
意
識
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
和
歌
は
中
世
に
至
る
ま
で
貴
族
た

ち
の
心
の
支
え
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
（天
王
寺
高
校
教
諭
）

注田
古
今
集
時
代
の
研
究
　
安
田
喜
代
門
著

閉
日
本
歌
謡
圏
史
　
士
心
田
延
義
著

Ｂ
学
燈
社
　
国
文
学
第
二
巻
第
七
号
　
紀
貫
之
　
萩
谷
朴

四
人
物
叢
書
　
紀
貫
之
　
目
崎
徳
衛
著

Ｕ
古
今
集
の
世
界
　
小
沢
正
夫
著

０
古
今
和
歌
集
評
釈
　
金
子
元
臣
著

０
西
宮
記
　
日
本
紀
講
党
宴
次
第
　
手
時
大
歌
琴
師
調
倭
琴
被
召
進
公
卿
座
頭

令
応
詠
歌
之
音

０
本
誌
第
二
十
四
輯
　
拙
稿

０
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究
楽
制
編
上
巻
　
岸
辺
成
雄
著

⑩
西
宮
記
　
内
宴
　
文
人
参
上
　
給
紙
筆
　
坊
家
別
当
進
舞
妓
奏
　
発
音
声
　
妓

女
着
座
　
大
臣
奏
献
題
事
　
公
卿
行
酒
　
奏
楽
　
漸
献
詩

側
西
宮
記
　
内
宴

圏
宇
津
保
物
語
　
国
譲
下

⑩
続
日
本
紀
宝
亀
八
年
五
月
戊
寅
の
条
　
飯
高
宿
頑
諸
高
売
の
件

回
扶
桑
略
記
廷
喜
十
九
年
十
二
月
十
六
日
　
仰
遣
内
教
坊
別
当
右
近
少
将
伊
衡

於
内
教
坊
　
選
定
渤
海
客
宴
日
舞
人
等
　
仰
定
坊
家
可
調
舞
人
十
人
舞
童
十

人
音
声
十
人
　
去
八
年
音
声
人
升
六
人
此
度
定
減
　
此
外
威
儀
十
人
依
例
内

侍
所
可
差
女
儒
等

的
日
本
逸
史
弘
仁
八
年
五
月
十
七
の
条

⑩
続
日
本
後
紀
承
知
十

一
年

一
月
庚
子
　
同
承
和
十
二
年

一
月
丁
卯
の
条

ｍ
　
ｍ
参
照

側
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
上
巻
　
川
口
久
雄
著
　
第
十
三
章
で
貫
之
が

少
内
記
大
内
記
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
や
渤
海
客
と
交
渉
の
多
か
っ
た
越
前

や
加
賀
に
赴
任
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
審
客
接
待
の
玄
蕃
頭
に
任
ぜ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
貫
之
に
は
高
い
漢
詩
文
の
教
養
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し

て
お
ら
れ
る
が
、
蕃
客
接
待
に
は
漢
詩
文
の
外
に
音
楽
の
教
養
が
必
要
で
あ

っ
た
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

田
西
官
記
巻
十

一
皇
太
子
元
服
の
項
　
検
延
喜
十
六
年
例
　
宴
関
召
書
司
　
奏

絃
歌
　
及
び
令
義
解

ｍ
続
日
本
後
紀
茅
祥
二
年
五
月

口
続
日
本
後
紀
承
和
九
年
十
月
壬
午
　
阿
保
親
王
莞
去
の
件

囲
三
代
実
録
貞
観
十
四
年
五
月

い
日
本
逸
史
延
暦
十
六
年
二
月
十

一
日
の
条

例
宇
津
保
物
語
祭
の
使
　
待
ち
給
ふ
と
て
大
君
ま
さ
ば
と
い
ふ
声
振
に
か
う
う

た
ひ
給
ふ

（歌
省
略
）
右
大
将
の
ぬ
し
伊
勢
の
海
の
声
振
に

（歌
省
略
）
と

て
わ
た
り
て
左
右
遊
び
て
つ
き
並
み
給
ひ
ぬ

口
日
本
上
古
音
楽
史
　
例
を
挙
げ
る
と
、
大
同
元
年
禁
夜
祭
作
琴
歌
　
天
長
二

年
　
挙
酒
以
属
群
臣
　
投
暮
宴
酎
　
琴
歌
並
奏
　
極
歓
而
罷
　
天
長
四
年

帝
弾
琴
而
歌
楽
只
回
談
　
有
詔
賜
花
葉
之
讐
　
人
人
挿
頭
詠
歌
　
天
長
十
年

於
是
尚
侍
継
子
女
王
等
待
内
宴
　
奏
琴
歌
　
承
和
九
年
藤
原
継
業
伝
　
好
射

兼
善
琴
歌

囲
鍋
島
家
本

（古
典
保
存
会
）
所
収
磯
良
前
、
朝
倉
の
注
記

帥
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
　
金
子
彦
二
郎
著


