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と
は
な
に
か
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は
じ
め
に

歌
の
表
現
は
歌
自
身
の
持
･つ
意
味
や
性
質
と
切
り
艶
し
て
存
在
し
な
い

は
ず
だ
｡
し
か
し
現
今
の
状
況
に
お
い
て
'
｢歌
と
は
何
か
｣
と
い
う
問
い

が
あ
ま
り
に
も
軽
-
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
歌
は
必
ず
し
も
自

明
の
も
の
で
は
な
く
､
説
明
し
尽
-
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
｡

い
-
つ
か

歌
に
つ
い
て
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
に
し
て
も
歌
の
存
在
自

体
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
-
'
十
分
に
納
得
で
き
る
も
の
は
少
な

ヽ
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た
と
え
ば
非
常
に
卑
近
な
例
で
は
あ
る
が
､
映
画
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
等
に
お
い
て
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ま
ず
最
初
に
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
歌

を
持
ち
'
お
わ
り
に
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
歌
を
持
つ

(詞
を
持
た
ず
曲
だ
け

の
こ
と
も
あ
る
)
の
は
何
故
か
｡
歌
自
体
は
古
-
か
ら
在
-
続
け
て
い
る

も
の
だ
｡
そ
れ
に
比
べ
る
と
こ
の
よ
う
な
歌
の
使
い
方
は
新
し
-
生
み
だ

さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
'

一
方
で
､
も
し
こ
の
使
用
法
が

歌
と
し
て
の
性
質
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
り
､
人
び
と
が
歌
に
対

し
て
持
っ
て
い
る
何
か
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
t

か
-
も
広
-
行
な
わ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
｡
ど
こ
か
'
そ
の
根
底
に
古

-
か
ら
の
歌
に
通
ず
る
も
の
を
感
じ
'
容
認
し
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
そ

し
て
こ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
'
個
々
の
歌
の
表
現

(所
謂
歌
詞
)

に
拠
っ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
歌
の
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

つ
ま
り
初
め
と
お
わ
り
に
歌
が
在
る
こ
と
が
重
要
な

の
だ
｡
こ
の
よ
う
な
使
用
法
は
新
し
-
生
じ
た
の
で
は
な
く
､
歌
が
以
前

か
ら
持
っ
て
い
た
性
質
の

一
部
が
拡
大
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
稿
で
は
､
こ
の
よ
う
な
使
用
法
に
も
堪
え
得
る
性
質
を
持
ち
､
連
綿

と
在
り
続
け
る
歌
と
は
な
に
か
を
､
ま
ず

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
歌

謡
を
例
と
し
て
考
え
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
｡

こ
こ
で
い
か
に
も
簡
単
に

｢歌
謡
｣
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
歌
と
｢歌

謡
｣
は
同
じ
よ
う
に
考
え
て
良
い
も
の
同
士
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
た
と
え



ば
藤
井
貞
和
氏
は

｢
一
応
う
た
わ
れ
る
も
の
を
歌
謡
'
-
た
わ
れ
た
証
拠

<1
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の
な
い
も
の
を
和
歌
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
〟
証
拠
〟
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
､

そ
れ
こ
そ
文
献
と
し
て
残
っ
て
い
る
歌
に
は
ほ
と
ん
ど

〟証
拠
〟
は
な
い

わ
け
で
､
ま
た
､
あ
る
い
は

『古
事
記
』
の
仁
徳
天
皇
の
歌
の
よ
う
に
'

舎
人
鳥
山
や
丸
適
臣
口
子
等
代
行
者
に
よ
っ
て
他
の
人
に
奉
じ
ら
れ
た
歌

等
は
へ
ど
う
か
す
る
と
歌
謡
に
含
ま
れ
な
い
可
能
性
も
生
じ
て
-
る
｡
だ

か
ら
'
お
そ
ら
-
こ
れ
ま
で
の

｢歌
｣
や

｢歌
謡
｣
と
い
う
名
称
は
そ
れ

ほ
ど
厳
密
な
区
別
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
､
本
当
に
大
き
な
<9■>

枠
な
の
だ
と
思
い
た
い
｡
そ
こ
で
'
た
と
え
ば
古
橋
信
孝
氏
の
よ
う
に
自

分
な
り
の

｢-
た
｣
と
い
-
名
称
を
便
-
者
が
で
て
来
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
｡
ま
た
､
個
々
の
論
文
､
個
人
に
よ
っ
て

｢歌
｣
と
し
て
述
べ
て
い
る

対
象
が
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡
各
々
が
歌
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
述
べ
る
前
に
歌
の
細
か
な
表
現
を
考
え
て
い
る

か
ら
だ
｡

こ
の
稿
で
は
､

一
応

｢歌
日
｣
や

｢其
歌
日
｣
等
の
語
句
に
よ
っ
て
抽

き
出
さ
れ
て
い
る
､
所
謂

｢記
紀
歌
謡
｣
を
歌
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す

る

｡
で
は
'
歌
の
ど
の
よ
う
な
点
を
見
て
ゆ
け
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
0

1
つ

一
つ
歌
に
付
着
し
て
い
る
全
て
を
見
て
お
き
た
い
の
だ
が
'
煩
雑
に
な
る

の
で
い
-
つ
か
の
点
に
絞
る
｡

ま
ず
'
歌
を
発
し
た
も
の
｡
こ
れ
は

『記
紀
』
と
い
う
文
献
の
性
質
上

階
級
が
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡

天
皇
と
そ
の
周
辺
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
｡
歌
は
も
っ
と
広
-
発
せ
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
が
'
文
字
で
記
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
現
在
ま
で
残

∧3
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-
'
私
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
歌
が
発
せ
ら
れ
る
時
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
｡
歌
が
人
の
世
に

も
た
ら
さ
れ
る
時
の
行
為
を
､
『記
紀
』
で
は
ど
の
よ
う
に
表
記
し
て
い
る

の
か
｡
｢歌
日
｣
の
次
に
あ
る
か
ら
歌
な
の
で
あ
ろ
う
が
､
時
折
例
外
も
見

ら
れ
る
の
は
確
か
だ
｡
｢歌
ふ
｣
と
歌
だ
け
が
密
接
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

次
に
､
非
常
に
重
要
な
､
歌
が
発
せ
ら
れ
た
動
機
､
そ
れ
に
関
わ
る
情

況
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
し
明
示
で
き
れ
ば
､
そ
れ
は
歌
自
身
を
明
ら
か

に
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
｡
ど
こ
か
に
共
通
点
を
見
出
し
た
い
も

の
で
あ
る
.
歌
自
体
に
つ
い
て
は
型
を
ま
ず
重
視
し
'
一
つ
1
つ
意
味
的
･

表
現
的
な
こ
と
は
最
低
必
要
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
-
｡
あ
-

ま
で
歌
と
は
な
に
か
を
追
求
す
る
こ
と
が
目
的
だ
か
ら
｡

最
後
に
'
こ
れ
は
必
ず
書
か
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
が
'
歌

が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
影
響

･
何
か
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
を
付
け

加
え
て
お
こ
う
｡
実
際
あ
る
行
為
が
行
な
わ
れ
た
と
し
た
ら
'
そ
こ
に
は

何
か
意
図
や
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
｡
先
程
の

動
機
や
情
況
と
も
関
わ
っ
て
-
る
が
､
目
的
を
も
つ
行
為
と
し
て
歌
を
発

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
だ
か
ら
当
然
そ
こ
に
は
期
待
さ
れ
て

い
る
結
果
が
あ
る
べ
き
で
'
ま
た
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ

と
も
歌
を
発
す
る
こ
と
は
日
常
あ
ま
り
に
も
あ
り
ふ
れ
た
行
為
と
し
て
､

特
別
な
効
果
を
期
待
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
-

か
｡
そ
の
時
結
果
は
特
に
書
か
れ
る
必
要
性
を
持
た
な
-
な
る
が
'
後
述

の
よ
う
に
歌
が
日
常
の
言
葉
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
た
て

る
以
上
､
結
果
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
は
あ
る
｡

非
常
に
少
な
い
点
で
あ
る
が
､
以
上
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
'

そ
れ
だ
け
で
こ
の
稿
の
大
部
分
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ

･
つ

○
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2

『古
事
記
』
に
は
百
十
二
個
'
『
日
本
書
紀
』
に
は
百
二
十
八
個
の
所
謂

｢歌
謡
｣
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
す
べ
て
は
文
字
で
記
さ
れ
て
い
て
､

確
か
に
そ
れ
ら
が
歌
わ
れ
た
の
か
､
藤
井
氏
の
言
う
よ
う
な
証
拠
は
分
か

ら
な
い
｡
し
か
し
､
ほ
と
ん
ど
の
歌
に

｢歌
日
｣
等
の
語
句
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
｡
｢書
-
｣
と
い
う
語
は

一
つ
も
見
つ
け
ら
れ

な
い
｡
前
掲
の
代
行
者
に
よ
っ
て
他
の
人
に
歌
が
伝
え
ら
れ
た
場
合
で
も
'

何
か
に

｢書
｣
い
た
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
｡
も
し
か
す
る
と
何
か

紙
筆
に

｢書
｣
い
て
渡
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
が
'
こ
こ
は
素
直
に
代
行

者
が
口
頭
に
よ

っ
て
伝
え
た
と
考
え
て
お
こ
う
｡
(し
か
し

｢歌
｣
っ
て

伝
え
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
だ
け
か
も
し
れ

ぬ
｡
)
い
ず
れ
に
し
て
も
歌
は
'
ま
ず
発
音
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
っ

た
｡
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
後
で
考
察
し
て
み
る
｡

そ
こ
で
'
本
来
発
音
さ
れ
る
べ
き
歌
を
'
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の

世
に
も
た
ら
し
た
い
秒
た
ち
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
O

繰
り
返
す
が

『記
紀
』
に
お
け
る
歌
と
い
う
性
格
上
'
そ
の
発
音
主
体

は
圧
倒
的
に
天
皇
'
あ
る
い
は
天
皇
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
｡

具
体
的
に
は
天
皇

･
皇
后

･
皇
太
子

･
皇
子
等
'
ま
た
､
過
去
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
天
皇
の
先
祖
で
あ
る

｢神
｣
た
ち
で
あ
る
.
こ
こ
に
歌
が
古
-
か

ら
持
つ
特
徴
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡

<･4〉

し
か
し
､

1
万
で
御
火
焼
の
老
人
や
吉
野
の
国
主
等
普
通
の
人
た
ち
も
歌

を
発
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
-
べ
き
だ
｡
現
代
風
に
考
え
て
天
皇

や
そ
の
周
辺
の
高
貴
な
身
分
の
も
の
の
み
が
歌
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
階
層
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
歌
に
関
わ
り
'
ま

た
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

で
は
発
音
者
の
性
別
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
『古
事
記
』
に
は
男

性
の
歌
が
七
十
六
個
'
女
性
の
歌
が
二
十
九
個
あ
る
｡
歌
の
数
で
は
圧
倒

的
な
差
は
あ
る
が
､
よ
り
深
-
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
か
へ
と

い
-
答
え
は
で
な
い
｡
こ
の
数
の
差
に
は

｢
天
皇
｣
と
い
う
問
題
が
深
-

関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
'
む
し
ろ
公
平
に
歌
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

す
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

以
上
の
二
点
で
見
た
時
'
歌
は
公
平
に
人
び
と
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
細
か
-
見
て
ゆ
-
と
､
そ
れ
ぞ
れ
各
々
が
発
し

た
歌
の
数
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
｡
同
じ
天
皇
と
い
う
階
層

で
見
て
も
､
あ
る
天
皇
は
多
-
の
歌
を
発
し
そ
れ
が
記
さ
れ
'

一
方
で
歌

<LL'>

の
ま
っ
た
-
記
さ
れ
て
い
な
い
天
皇
も
居
る
｡
そ
の
天
皇
は
歌
に
ま
っ
た

-
関
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡

同
様
に
'
人
び
と
に
も
公
平
に
'
階
層
の
区
別
な
-
歌
に
関
わ
る
チ
ャ

ン
ス
は
与
え
ら
れ
た
は
ず
だ
が
'
そ
の
中
で
よ
り
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ

た
階
層
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
生
じ
て
-
る
｡
先
述
の
よ

う
に

『記
紀
』
に
お
け
る
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
天
皇
､
あ
る
い
は
そ
の
周
辺

の
も
の
だ
｡
文
献
の
性
格
を
抜
き
に
し
て
も
'
天
皇
は
よ
り
多
-
の
､
歌

に
関
わ
る
チ
ャ
ン
ス
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
ま
た
'
例
え
ば
吉

野
の
国
主
等
は
歌
を
発
し
て
い
る
が
農
民
の
歌
は
な
い
｡
少
な
く
と
も
'

明
ら
か
に
そ
の
階
層
が
発
し
た
も
の
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
何
故

だ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
疑
問
に
関
し
て
は
そ
の
他
の
要
素
を
見
た
後
に
考
察

を
加
え
た
い
と
思
う
｡

歌
は
人
び
と
に
公
平
に
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
､
次
の
例
は
注
目

5



し
ね
お
い
て
よ
い
｡
『日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
月
に
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
｡

(前
略
)
時
に
我
が
卒
､
歌
を
聞
き
て
'
供
に
其
の
頭
椎
剣
を
抜
き

て
'

一
時
に
虜
を
殺
し
っ
.
虜
､
復
喉
類
者
無
L
o
皇
軍
大
き
に
悦

び
て
'
天
を
仰
ぎ
て
咲
ふ
｡
因
り
て
歌
し
て
日
は
く
､

今
は
よ

今
は
よ

あ
あ
し
や
を

今
だ
に
も

吾
子
よ

今
だ

に
も

吾
子
よ

今
来
日
部
が
歌
ひ
て
後
に
大
き
に
噛
ふ
は
'
是
其
の
縁
な
り
｡
又
歌

し
て
日
は
く
'

夷
を

1
人

百
な
人

人
は
云
ヘ
ビ
も

抵
抗
も
せ
ず

此
皆
'
密
旨
を
承
け
て
歌
ふ
｡
敦
へ
て
自
ら
専
な
る
に
非
ず
｡

(後
略
)

｢自
分
勝
手
に
歌
う
こ
と
を
し
た
わ
け
で
は
な
-
､
天
皇
の
命
令
が
あ
っ

た
の
だ
｣
と
解
釈
で
き
そ
う
だ
が
'
公
平
に
与
え
ら
れ
て
い
る

一
方
で
'

歌
に
関
す
る
何
か
制
限
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
.

次
に
歌
を
発
す
る
時
の
用
語
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
圧
倒
的
に

｢歌
日
｣

で
あ
る
｡
訓
み
は

｢う
た
ひ
て
い
は
-
｣
で
'
例
え
ば

｢御
歌
日
｣
な
ら

ば
'
｢
み
-
た
に
い
は
-
｣
､
｢
み
う
た
よ
み
し
て
い
は
-
｣
と
な
る
｡
い

ず
れ
に
し
て
も

｢う
た
ふ
｣
行
為
と

｢
い
ふ
｣
行
為
が
接
続
し
た
語
と
考

え
ら
れ
よ
う
｡
｢
い
ふ
｣
と
い
う
こ
と
が
日
常
言
語
を
発
音
す
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
｢歌
日
｣
は
単
に
言
葉
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
い
｡

何
か
意
味
が
付
加
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も

<AV>

あ

る

｡

乃
ち
天
皇
'
其
の
媛
女
等
を
見
し
た
ま
ひ
て
'
御
心
に
伊
須
気
余
理

比
責
の
貴
前
に
立
て
る
を
知
ら
し
て
'
歌
を
以
ち
て
答
日
へ
た
ま
ひ

し
く
､

こ
こ
で
見
ら
れ
る

｢以
歌
答
日
｣
の
よ
う
に
､
歌
で
答
え
を
す
る
と
い
う

例
が
い
-
つ
か
あ
る
が
'
こ
れ
ら
も
ま
た
少
し
意
味
あ
い
が
違
っ
て
い
そ

う
だ
｡
単
純
に
考
え
れ
ば
'
｢答
え
て
言
う
'
そ
の
言
葉
の
代
わ
り
に
歌
を

用
い
た
｣
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
だ
ろ
-
か
｡
同
じ
よ
う
に

｢献
御
歌

<7
>

日
｣
(み
う
た
を
た
て
ま
つ
り
て
い
は
-
)
も
あ
る
が
'
こ
れ
は
献
上
し
た

そ
の
言
葉
が
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡

ヽ

歌
が
人
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
る
行
為
は

｢歌
日
｣
(う
た
っ
て
い
う
こ

<■o>

と
)
が
多
い
の
だ
け
れ
ど
'
な
か
に
は
こ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
｡

(前
略
)
爾
に
御
歌
を
作
み
た
ま
ひ
き
｡
其
の
歌
は
'

八
雲
立
つ

出
雲
八
重
垣

妻
龍
み
に

八
重
垣
作
る

そ
の
八
重

垣
を

ぞ
｡
(後
略
)

こ
こ
で
は
人
の
世
に
歌
を
も
た
ら
す
行
為
は

｢よ
む
｣
で
あ
る
･
そ
し
て
'

注
意
し
た
い
の
は

｢作
｣
と
い
う
字
を

｢
つ
-
る
｣
と
訓
ん
で
い
な
い
こ

と
だ
｡
見
て
ゆ
-
と

『記
紀
』
い
ず
れ
に
お
い
て
も
歌
は

｢
つ
-
る
｣
と

い
う
語
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
｡
歌
の
性
質
と
し
て

｢
つ
-
｣
ら
れ
る

ヽ
ヽ

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

歌
が
第

1
に
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
も
の

6



で
あ
っ
た
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
ま
た
､歌
は
個
々
に

｢
つ

ヽ
ヽ

-
｣
-
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
い
ず
れ
か
の
と
こ
ろ
に
既
に
存
在
し

ヽ
ヽ

<9
〉

て
い
る
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
だ
か
ら

｢よ
む
｣
こ
と
に
よ
っ
て
人

の
世
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡

例
を
見
て
ゆ
-
と
､
少
な
-
と
も
歌
は

｢書
｣
か
れ
た
り

｢
つ
-
｣
り

ヽ
ヽ

だ
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
-
'
｢う
た
ふ
｣
あ
る
い
は

｢よ
む
｣
行
為

ヽ

に
よ
っ
て
発
音
き
れ
人
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
た
い
秒
で
あ
る
と
'
『記
紀
』

か
ら
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
う
す
る
こ
と
が
歌
に

こ
め
ら
れ
た
意
図
や
目
的
に
か
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

ヽ人
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
た
歌
の
持
つ
特
徴
の
一
つ
に
音
数
律
が
あ
る
｡

と
言
う
よ
り
む
し
ろ
音
数
律
を
持
つ
も
の
が
歌
だ
と
考
え
て
良
い
｡
｢歌

日
｣
や

｢其
歌
日
｣
の
他
に
歌
を
識
別
す
る
の
が
音
数
律
だ
｡
し
か
し
､

『記
紀
』
の
歌
に
お
い
て
は

『万
葉
集
』
以
降
の
歌
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
針
か

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ん
と
し
た
音
数
律
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
｡
五
普
七
音
が
基
本
に
あ
る
よ

ヽ
ヽ

う
に
は
見
え
る
が
'
わ
り
と
多
く
見
ら
れ
る
の
が
六
書
の
句
だ
っ
た
り
す

る
｡
そ
し
て
四
書
や
八
音
の
旬
も
あ
っ
て
'
五

･
七
音
と
い
う
よ
り
は
'

五
音
四
書
三
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
句
が
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
る
｡

一
句
の
音
数
が
比
較
的
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
に
加
え
て
'

<…川∨

旬
の
数
も
様
ざ
ま
だ
｡
四
十
八
句
あ
る
歌
も
あ
れ
ば
､
三
句
で
お
わ
っ
て

ヽ
ヽ
人"H>

し
ま
う
も
の
も
あ
る
｡
し
か
し
'
い
ず
れ
も
が
歌
な
の
だ
｡
内
容
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
-
'
そ
の
型
式
-

音
数
律
を
持
つ
と
い
う
こ
と
I

か

ら
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
｡

音
数
律
に
関
し
て
つ
け
加
え
て
お
-
｡
『記
紀
』
に
お
い
て
'
断
は
単
独

で
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
が
'

一
方
で
'
そ
れ
と
同
じ
-
ら
い
会

話
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
た
り
､
い
-
つ
か
の
歌
が
ま
と
ま
り
と
し
て
記
さ

∧12
v

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
し
て
後
者
の
よ
う
な
場
合
の
歌
は
'
外
見
上

｢対
｣
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡

･
(前
略
)
酒
折
官
に
坐
し
し
時
'
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
'

新
治

筑
波
を
過
ぎ
て

幾
夜
か
寝
つ
る

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
爾
に
其
の
御
火
蟻
の
老
人
'
御
歌
に
績
ぎ
て

歌
日
ひ
し
く
t

か
が
な
べ
て

夜
に
は
九
夜

目
に
は
十
日
を

と
う
た
ひ
き
｡
(後
略
)

･
(前
略
)
御
歌
を
賜
き
｡
其
の
歌
に
日
ひ
し
〈
'

御
諸
の

厳
白
棒
が
も
と

白
棒
が
も
と

ゆ
ゆ
し
き
か
も

自
梼
原
童
女

と
い
ひ
き
｡
又
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
-
'

引
田
の

若
栗
栖
原

若
-

へ
に

率
寝
て
ま
し
も
の

老
い

に
け
る
か
も

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡

(中
略
)
其
の
大
御
歌
に
答

へ
て
歌
日
ひ
け

ら

く

'御
諸
に

つ
-
や
玉
垣

つ
き
験
し

誰
に
か
も
依
ら
む

神

の
宮
人

と
う
た
ひ
き
｡
又
歌
日
ひ
け
ら
く
､

日
下
江
の

入
江
の
蓮

花
蓮

身
の
盛
り

人

羨
し
き
ろ

か
も

と
-
た
ひ
き
｡
(後
略
)

7



･

(前
略
)
是
に
志
毘
臣
歌
日
ひ
け
ら
-
～

大
宮
の

彼
つ
端
手

隅
傾
け
り

と
う
た
ひ
き
｡
如
此
歌
ひ
て
'
其
の
歌
の
未
を
乞
ひ
し
時
､
衰
郁
命

歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
-
'

大
匠

拙
劣
み
こ
そ

隅
傾
け
れ

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
爾
に
志
毘
臣
'
亦
歌
日
ひ
け
ら
-
､

王
の

心
を
緩
み

臣
の
子
の

八
重
の
柴
垣

入
り
立
た
ず

あ
り

と
う
た
ひ
き
｡
是
に
王
子
'
亦
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
-
'

潮
瀬
の

波
折
-
を
見
れ
ば

遊
び
来
る

鮪
が
端
手
に

妻

立
て
り
見
ゆ

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
爾
に
志
毘
臣
愈
怒
り
て
歌
日
ひ
け
ら
-
､

大
君
の

王
子
の
柴
垣

八
節
結
り

結
り
廻
し

切
れ
む
柴

垣

焼
け
む
柴
垣

と
う
た
ひ
き
｡
蘭
に
王
子
'
亦
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
-
I

大
魚
よ
し

鮪
突
-
海
人
よ

其
が
あ
れ
ば

心
恋
し
け
む

鮪
突
-
鮪

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
如
此
歌
ひ
て
'
闘
ひ
明
し
て
､
各
退
り
き
｡

(後
略
)

以
上
の
よ
う
に
二
つ
'
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
歌
で
会
話
が
成
立
し
て
い

た
り

一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
場
合
'
｢対
J
に
な
っ
て
い
る
歌
は
句
数

や
音
数
律
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
よ
う
だ
｡
こ
こ
で
音
数
律
と
し
た
の

は
'

一
つ
め
が
四

･
六

･
六
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
'
二
つ
め
も
四

･
六

･

六
を
基
本
と
し
た
音
数
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
､
必
ず
し
も

五
音
七
音
に
則
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
｡
前
の
歌
の
規
則
に
従

っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
｡
前
の
歌
と
同
じ
音
数
や
句
数
を
繰
り
返
そ
-
と
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
｡
古
橋
信
孝
氏
は
歌

の
特
徴
に
つ
い
て
そ
の
表

<ー3
v

現
の
上
で
の
繰
り
返
し
を
指
摘
し
て
い
る
が
'
歌
の
在
り
方
に
お
い
て
､

音
の
面
で
の
型
式
上
の
繰
り
返
し
と
い
う
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
｡

実
際
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
か
不
明
だ
が
'
歌
に
は
明
ら
か
に
人
が

日
常
用
い
て
い
る
言
葉
と
は
違
う
も
の
-

そ
れ
は
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も

'
<.S
>

'
'

の
'
音
数
律
に
し
て
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
も
の
-

が
あ
る
｡
そ
し
て
､

そ
れ
が
歌
が

｢神
｣
の
側
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
証
に
な
っ
て
い

ヽ
ヽ

る
｡
人
が
日
常
発
す
る
言
葉
と
は
違
う
も
の
､
す
な
わ
ち
人
が
本
来
的
に

ヽ
ヽ

は
持

っ
て
い
な
い
も
の
が
歌
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
歌
は

｢神
｣
の
言
葉
な

El脱
E:

の
で
あ
る
｡
実
は
こ
れ
は
仮
定
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
'
多
-
の
論
も
こ
の

仮
定
に
拠

っ
て
い
る
｡
こ
の
稿
も
そ
の
仮
定
に
拠

っ
て
続
い
て
ゆ
-
わ
け

だ
｡
た
だ
こ
の
仮
定
も
断
定
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
｡
歌
は
人
が
日
常
い

つ
で
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
､
あ
る
特
定
の
条

件
の
時
の
み
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
良

い
｡
そ
の
た
め

に
続
い
て
'
歌
を
と
り
ま
-
情
況
'
動
機
を
見
て
ゆ
こ
う
｡

歌
を
発
す
る
動
機
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
歌
が
公
平
に
人
び
と
に

与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
'
あ
る
場
合
に
は
歌
を
発
L
t
あ
る
場
合
に

は
発
す
る
こ
と
が
な
い
原
因
は
'
歌
を
発
し
た
も
の
を
と
り
ま
-
側
に
依

ヽ
ヽ

拠
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
｡
何
か
が
そ
の
も
の
に
歌
を
発
す
る

よ
う
し
む
け
た
の
だ
｡
歌
は
個
の
内
面
か
ら
生
じ
た
よ
-
に
見
え
て
'
純

粋
に
は
そ
う
と
断
定
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
｡

で
は
'
歌
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
｡

い
-
つ
か

8
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列
挙
し
て
み
る
｡

Ⅲ
男
女
間
の
や
り
と
り
｡
恋
愛
の
場
合
が
多
い
が
'
そ
れ
に
限
ら
ず

(6)(5)(4)(3)(2)
例
は
多

い
｡

あ
る
場
所
で
｡

人
が
死
ん
だ
時
に
｡

酒
を
飲
ん
だ
時
､
あ
る
い
は
酒
宴
の
場
で
｡

人
に
何
か
を
教
え
る
時
に
｡

会
話
の
代
わ
り
と
し
て
｡

他
に
も
歌
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､

一
応
は

こ
れ
ぐ
ら
い
の
内
に
何
か
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
見
つ
け
て
み
よ
う
｡

例
え
ば
'

Ⅲ･
物･
㈲
と

刷･
㈲

･
㈲
の
二
つ
に
分
け
て
み
る
｡
前
者

は

『記
紀
』
以
降
も
見
ら
れ
る
歌
の
使
い
方
で
､
後
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
-
な
る
も
の
だ
｡

刷は
『
万
葉
集
』
に
も
挽
歌
と
し
て
あ
る
が
､
以

後
は
め
っ
き
り
数
を
少
な
-
し
て
し
ま
う
｡
あ
る
い
は
相
手
の
在
る
無
し

に
よ
っ
て
分
け
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡
共
通
項
は
確
か
に
存
在

し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
'
こ
の
よ
う
に
広
い
使
わ
れ
方
を
す
る
と
こ
ろ

に
歌
の
不
明
瞭
さ
が
あ
り
'
便
利
な
反
面
不
気
味
さ
を
漂
わ
せ
て
も
い
る
｡

佃の
場
合
'
歌
を
発
し
た
も
の
の
立
場
は
所
謂

｢国
見
歌
｣
の
主
体
に

重
ね
ら
れ
よ
う
｡
場
所
を
見
て
発
せ
ら
れ
た
歌
に
は
'
ほ
と
ん
ど
そ
の
土

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

地
を
讃
め
た
と
解
釈
さ
れ
る
詞
章
が
あ
り
'
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
歌
は
土

地
を
予
祝
す
る
働
き
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
｡
古
橋
氏
の
言
葉
を
借
り

<17
>

れ
ば
'
巡
行
の
未

｢神
｣
に
見
出
さ
れ
た
土
地
と
い
う
わ
け
だ
｡
｢国
見
｣

は
お
も
に
天
皇
の
よ
う
な
共
同
体
の
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
行
為
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
､
普
通
の
人
で
も
同
じ
立
場
に
立
っ
て
歌
を
発
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
は
な
い
｡
先
述
の
よ
う
に
歌
は
公
平
に
人
び
と
に
与
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
か
ら
｡
天
皇
等
と
同
じ
立
場
と
い
う
こ
と
は
'
古
橋
氏
の

ヽ
ヽ

述
べ
る

｢
巡
行
叙
事
｣
か
ら
も
考
え
る
と
'
発
し
た
も
の
は

｢神
｣
に
重

な
っ
て
い
る
は
ず
だ
｡
も
ち
ろ
ん
天
皇
家
の

｢神
｣
と
か
国
家
の

｢神
｣

と
か
具
体
性
は
い
ら
な
い
｡
言
う
な
れ
ば
人
を
抜
け
だ
し
て
い
る
状
態
で

あ
ろ
う
か
｡

あ
る
場
所
を
見
て
歌
を
発
す
る
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
と
､

自
ら
の
共
同
体
の
外
と
摸
し
た
時
に
歌
を
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
漠
然
と
場
所
と
言
っ
て
き
た
が
'
こ
れ
は
日
常
あ
り
ふ
れ
た
所
で
は

な
い
｡
見
ら
れ
て
い
る
対
象
は
ほ
と
ん
ど
人
の
生
活
圏
-

走
住
民
の
生

活
圏
-

に
は
含
ま
れ
な
い
所
だ
｡
歌
を
発
す
る
も
の
も
共
同
体
の
外
に

居
て
共
同
体
外
の
何
か
を
見
て
い
る
の
だ
が
'
逆
に

｢国
見
歌
｣
の
よ
う

に
外
か
ら
内
を
見
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
共
同
体
の
外
と

の
接
触
が
歌
を
導
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

｢

㈲'
人
に
何
か
を
教
え
る
場
合
｣
は
も
う
少
し
わ
か
り
易
い
｡
例
と
し

<ー見

川〉

て
は

'

9

故
､
天
皇
崩
り
ま
し
て
後
'
其
の
庶
兄
蔦
聾
志
美
美
命
'
其
の
嫡

后
伊
須
気
余
理
比
責
を
要
せ
し
時
'
其
の
三
は
し
ら
の
弟
を
殺
さ
む

と
し
て
謀
る
間
に
'
其
の
御
祖
伊
須
気
余
理
比
費
､
患
ひ
苦
し
み
て
'

歌
を
以
ち
て
其
の
御
子
等
に
知
ら
し
め
た
ま
ひ
き
｡
歌
日
ひ
た
ま
ひ

け
ら
く
'

狭
井
河
よ

雲
立
ち
わ
た
り

畝
火
山

木
の
葉
騒
ぎ
ぬ

風

吹
か
む
と
す



と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
又
歌
日
ひ
た
ま
ひ
け
ら
-
､

畝
火
山

畳
は
薯
と
ゐ

夕
さ
れ
ば

風
吹
か
む
と
ぞ

木
の

葉
騒
げ
る

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
是
に
其
の
御
子
聞
き
知
り
て
驚
き
て
､

(後
略
)

㈲
(前
略
)
故
'
大
毘
古
命
'
高
志
国
に
罷
り
往
き
し
時
､
腰
裳
服
た

る
少
女
'
山
代
の
幣
羅
坂
に
立
ち
て
歌
日
ひ
け
ら
く
'

御
真
木
入
日
子
は
や

御
真
木
入
日
子
は
や

己
が
緒
を

盗
み

殺
せ
む
と

後
つ
戸
よ

い
行
き
違
ひ

前
つ
戸
よ

い
行
き

違
ひ

窺
は
-

知
ら
に
と

御
真
木
入
日
子
は
や

と
う
た
ひ
き
｡
是
に
大
毘
古
命
'
惜
し
と
思
ひ
て
馬
を
返
し
て
'
其

の
少
女
に
間
ひ
て
日
ひ
し
-
､
｢汝
が
謂
ひ
し
言
は
何
の
言
ぞ
亡
と

い
ひ
き
｡
爾
に
少
女
答

へ
て
日
ひ
し
-
'
｢吾
は
言
は
ず
｡
唯
歌
を
詠

み
つ
る
に
こ
そ
.J
と
い
ひ
て
'
即
ち
其
の
所
如
も
見
え
ず
忽
ち
失
せ

に
き
｡
(後
略
)

回
亦

1
時
､
天
皇
豊
楽
し
た
ま
は
む
と
為
て
'
日
女
島
に
専
行
で
ま

L
L
時
'
其
の
島
に
橘
卵
生
み
き
｡
爾
に
建
内
宿
禰
命
を
召
し
て
'

歌
を
以
ち
て
橘
の
卵
生
み
し
状
を
問
ひ
た
ま
ひ
き
｡
其
の
歌
に
日
り

た
ま
ひ
し
く
'

た
ま
き
は
る

内
の
朝
臣

汝
こ
そ
は

世
の
長
人

そ
ら
み

つ

倭
の
国
に

嘱
卵
生
と
聞
-
や

と
の
り
た
ま
ひ
き
｡
是
に
建
内
宿
繭
､
歌
を
以
ち
て
語
り
て
自
L
L

ヽ
iZ用_

高
光
る

日
の
御
子

諾
し
こ
そ

間
ひ
た
ま

へ

ま
こ
そ
に

問
ひ
た
ま

へ

吾
こ
そ
は

世
の
長
人

そ
ら
み
つ

倭
の

国
に

雁
卵
生
と

未
だ
聞
か
ず

と
ま
を
し
き
｡
如
此
白
し
て
､
御
琴
を
給
は
り
て
歌
日
ひ
け
ら
く
'

汝
が
御
子
や

終
に
知
ら
む
と

雁
は
卵
生
ら
し

と
う
た
ひ
き
｡
此
は
本
岐
歌
の
片
歌
な
り
｡

こ
れ
ら
の
歌
が
あ
る
.
回
は
質
問
も
歌
で
な
さ
れ
て
お
り
会
話
に
含
め
て

も
良
い
の
だ
が
'

1
応
不
明
な
こ
と
に
答
え
を
与
え
て
い
る
と
い
-
例
な

の
で
挙
げ
て
お
い
た
｡
こ
の
例
と

何と
は
歌
を
使
っ
て
人
が
人
に
教
え
て

い
る
の
だ
が
へ

㈲で
は
明
ら
か
に
人
以
外
の
も
の
が
人
に
何
か
を
教
え
て

い
る
｡

一
体
'
人
は
自
身
に
と
っ
て
不
明
な
も
の
に
対
す
る
答
え
を
ど
こ
か
ら

ひ
き
出
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
｡
詳
し
-
は
後
に
述
べ
る
が
'
そ
の

答
え
は

｢神
｣
の
側
に
委
ね
ら
れ
る
｡
｢神
｣
の
側
か
ら
の
答
え
が
必
要
と

さ
れ
る
の
だ
｡
人
に
と
っ
て
不
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
が
人
の

秩
序
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
う
な
れ
ば
必
然
的

に
人
に
対
立
す
る

｢
神
｣
の
側
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ

故
'
人
に
不
明
な
も
の
の
答
え
は

｢神
｣
の
側
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
｡
そ
し
て

｢神
｣
の
側
か
ら
の
答
え
だ
か
ら
'
少
な
-
と
も
何
か

人
の
言
語
と
は
違
っ
た
徴
を
持
つ
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
｢神
｣
の
側
か
ら
答
え
を
得
た
こ
と
を
示
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
故

に
質
問
に
対
す
る
答
え
が
歌
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
歌
は
人

の
言
葉
で
は
な
-
､
音
数
律
と
い
う
徴
を
持

っ
た

｢神
｣
の
言
葉
で
あ
っ

た
｡

10



で
は
'

3の
よ
-
に
何
か
を
知
ら
せ
た
い
時
に
わ
ざ
わ
ざ
歌
で
な
さ
れ

た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
も
人
に
何
か
を
教
え
る
の
は

｢神
｣
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
｡
所
謂

｢神
託
｣
と
同
様

ヽ

に
考
え
ら
れ
よ
う
｡
人
が
発
し
て
は
い
る
が
､
人
の
口
を
借
り
て
歌
を
発

せ
さ
せ
て
い
る
本
当
の
主
体
は

｢神
｣
な
の
で
あ
る
と
い
-
こ
と
を
示
し

て
い
る
｡
ま
と
め
れ
ば
'

佃
･
㈲

･

旧の
場
合
'
歌
を
発
し
て
い
る
か
秒

と

｢神
｣
は
重
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

｢㈲
､
酒
を
飲
ん
だ
時
､
酒
宴
の
場
｣
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
藤

井
貞
和
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が

｢う
た
げ
｣
に
お
い
て
人
は

｢個
人
的
に

気
も
そ
ぞ
ろ
に
'
あ
ら
ぬ
思
い
に
と
り
潰
か
れ
た
､
異
常
な
も
の
悲
さ
の

(ーq川)

感
じ
に
お
そ
わ
れ
る
､
う
た
た
非
理
性
的
な
気
持
ち
｣
､
す
な
わ
ち

｢う
た

状
態
｣
に
な
っ
て
い
た
｡
藤
井
氏
は

｢
『歌
』
『唄
』
は
､
明
ら
か
に
こ
の

よ
-
な

『う
た
状
態
』
に
起
源
を
持
つ
語
で
は
な
い
か
､
と
言
い
た
い
J

<zo
v

と
述
べ
て
い

る

が
'

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
酒
に
関
わ

る
状
態
に
お
い
て
人
は
そ
の
日
常
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
｡
｢神
｣
に
つ
い

て
は
次
項
で
述
べ
る
が
へ
人
が
日
常
か
ら
脱
し
て
い
る
状
態
は
ま
さ
し
-

｢神
｣
の
状
態
で
あ
る
｡

｢

刷､
人
が
死
ん
だ
時
｣
は
'
歌
を
発
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
-
'
周
囲

の
状
況
す
べ
て
が

｢神
｣
の
側
に
転
移
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
生

者
で
あ
る
人
に
と
っ
て
最
も
は
っ
き
り
と
対
立
す
る
i
,秒
が

｢死
｣
者
で

あ
る
｡
｢死
｣
は
人
の
日
常
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
'
も
ち
ろ
ん

｢神
｣
の

側
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
そ
の
中
で
も

一
方
の

対
極
に
あ
る
も
の
で
､
そ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
ま
で
に
比
べ
る
と

Ⅲと
㈲
は
や
や
わ
か
り
に
-
い
｡
し
か
し
そ
の

中
で
も
､
た
と
え
ば
恋
愛
に
関
す
る
歌
の
や
り
と
り
な
ら
ば
恋
の
状
態
を

考
え
て
み
れ
ば
よ
い
｡
恋
の
感
情
は
人
の
日
常
の
状
態
で
は
得
ら
れ
な
い

い
秒
で
あ
る
｡
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
か
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
､
何
か
別
の
も
の
に
退
か
れ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
で
も
言
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
今
ま
で
見
て
き
た
例
と
大
差
な
い
｡

し
か
し
､
㈲
に
お
い
て
恋
の
状
態
以
外
を
考
え
て
み
た
時
'
例
え
ば
前
掲

の
衰
郁
命
と
志
毘
臣
の
や
り
と
り
の
よ
う
に
歌
が
続
-
場
合
等
は
'
何
故

歌
で
会
話
が
す
す
ん
で
ゆ
-
の
か
わ
か
ら
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
歌
の
内
容
は

十
分
会
話
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
､
歌
の
型
式
を
と
る

の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
｡
必
要
性
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
や
や
理
解
し
易
い

(説
明
を
し
易
い

)旧･
榔･

刷･
㈲

･

㈲の
例
か
ら
考
え
る
と
'
歌
が
発
せ
ら
れ
る
時
に
は
異
界
か
ら

の
力

=
｢神
｣
の
影
響
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
｡
人
に
と
っ
て
わ
け
の

わ
か
ら
な
い
何
か
が
自
ら
の
内
に
生
じ
た
と
感
じ
る
時
､
人
は
歌
を
発
し

た
の
で
あ
る
｡
ま
た
発
す
る
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

3

こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は

｢神
｣
に
つ
い
て
だ
｡

こ
の
稿
に
お
け
る

｢神
｣
と
は
何
か
'
｢神
｣
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
こ
と

を
ま
と
め
て
お
-
0

ヽ
ヽ

ま
ず
､
｢神
｣
は
人
に
と
っ
て
本
当
に
良
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
多

-
の
研
究
者
が

｢神
｣
の
世
を
始
源
の
世

(時
間
的
な
も
の
で
は
な
い
)

と
し
､
理
想
の
世
と
し
て
い
る
が
､
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
ま
い
｡

ヽ
ヽ

一
時
的
に
し
か
呼
び
だ
さ
れ
な
い
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
良
い
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
｡
そ
し
て
､
再
び
消
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
か
｡

iFl



例
え
ば
祭
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
'
実
際
問
題
と
し
て
祭
り
ば
か

り
で
は
生
活
が
た
ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と
は
明
白
だ
｡
言
っ
て
み
れ
ば
､

実
生
活
の
面
か
ら
考
え
る
と
祭
り
に
は
何
の
メ
リ
ッ
-
も
な
い
こ
と
に
な

る
｡
し
か
し
祭
り
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
｡
今
ま
で
さ
れ
て
き
た
'
祭
り

は
始
源
の
世
を
現
出
さ
せ
る
い
秒
で
あ
る
と
い
う
説
明
と
違

っ
た
角
度
か

ら
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
現
実
世
界
で
の
生
活
の

方
が
重
要
で
､
｢神
｣
が
迎
え
ら
れ
る
祭
り
の
始
源
の
空
間
は
結
局
は
棄

て
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
｡
日
常
の
生
活
が
主
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
祭
り
は

従
で
あ
り
'
｢神
｣
よ
り
も
人
の
方
が
大
事
な
の
で
あ
る
｡

で
は
､
人
に
対
し
て
従
の
存
在
で
あ
る

｢神
｣
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
こ

･
つ

0
人
が
住
ん
で
い
る
世
界

-
こ
の
世
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
｡
そ
れ
は
人
の
持
つ
秩
序
体
系
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
で
あ

る
｡
前
者
は
人
が
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り
､
人
の
側
に
含
ま
れ
て
い
る
｡

1
万
'
後
者
は
人
に
と
っ
て
理
解
不
可
能
な
い
秒
で
､
｢神
｣
の
側
に
在
る
.

こ
こ
で
言
-

｢神
｣
の
側
と
は
所
謂
異
界
と
明
確
に
違
う
も
の
で
は
な
い
｡

し
か
し

｢神
｣
は
信
仰
の
対
象
と
な
る
宗
教
上
の
神
と
は
違
う
｡
神
を
も

含
む
側
と
し
て
代
表
を

｢神
｣
と
し
た
だ
け
だ
.
通
常
は
'
心
は
4
'
｢神
｣

は

｢神
｣
の
状
態
で
あ
れ
ば
､
両
者
が
混
在
し
な
い
か
ぎ
り
問
題
は
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
･
し
か
し
現
実
は
そ
う
で
な
く
'
人
の
世
に
は
人
の

理
解
不
可
能
な
も
の
-

出
産
と
か
稲
が
実
る
こ
と
と
か
-

が
多
く
存

在
し
て
い
た
.
人
が
語
り
継
い
で
ゆ
く
世
で
あ
る
限
り
'
た
と
え

｢神
｣

の
側
に
属
す
る
か
秒
と
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
'
人
の
秩
序
に
当
て
は

ま
ら
な
い
ま
ま
の
も
の
が
存
在
し
て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
｡
秩
序

は
厳
然
と
守
ら
れ
る
べ
き
で
､
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
び
と
の
日
常

は
平
穏
で
あ

っ
た
｡
｢神
｣
の
側
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
-
こ
と

は
'
人
の
世
の
存
在
を
揺
る
が
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
.

で
は

｢神
｣
の
側
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
人
の
秩
序
に
組
み
入
れ

た
の
だ
ろ
う
か
｡
最
も
簡
単
な
方
法
は
名
前
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
｡
名

前
は
そ
の
も
の
す
べ
て
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
名
を
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
の
側
に
も
そ
れ
が
何
も
の
で
あ
る
か
理
解
で
き
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
例
え
ば

『古
事
記
』
の
少
名
毘
古
郡
神
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
｡

海
か
ら
天
の
羅
摩
船
に
乗

っ
て
や
っ
て
き
た

｢神
｣
を
大
国
主
神
は
知
ら

な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
神
は
様
ざ
ま
な
も
の
た
ち
に
名
を
尋
ね
て
ま
わ
り
､

や
っ
と
多
選
具
久
が
久
延
毘
古
が
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
告
げ
､

久
延
毘
古
が
少
名
毘
古
那
神
の
名
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
｡
結
局
こ
れ
は

少
名
毘
古
郡
神
が
大
国
主
神
の
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
名
が
必

要
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
.
同
様
に
人
の
世
に
あ
ら
わ
れ
出
た
い

外
に
も
人
が
そ
れ
を
把
握
し
理
解
で
き
る
よ
う
に
名
が
つ
け
ら
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
｡
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
い
秒
と
出
今

っ
こ
と
は
心
を
不
安

に
し
た
｡
そ
れ
故
人
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
い
秒
に
は
名
が
あ
る
し
､
子
供
は

親
に

｢
こ
れ
'
何
と
言
う
の
J

と
聞
-
の
で
あ
る
｡

人
に
不
可
思
議
な
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
た
め
に
名
が
つ
け
ら
れ
た
も
の

は
物
質
に
限
ら
な
い
｡
人
の
感
情
も
必
ず
何
か
-

怒
り
と
か
喜
び
と
か

悲
し
み
と
か
恋
と
か
-

に
分
類
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
名
が
つ
け

ら
れ
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
感
情
を
人
は
あ
ま
り
認
め
た
か
ら
な
い
｡
そ

れ
は
'
そ
の
感
情
が
お
そ
ろ
し
い
状
態
'
｢神
｣
の
側
に
と
ら
わ
れ
た
､
ひ

い
て
は
人
の
世
の
存
在
を
揺
る
が
せ
る
よ
う
な
状
態
を
引
き
お
こ
す
い
秒

で
あ
る
か
ら
だ
｡

人
は

｢神
｣
の
側
の
も
の
も
名
を
つ
け
る
こ
と
で
自
ら
の
側
に
取
り
込
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ん
で
き
た
｡
で
は
､そ
れ
で
何
も
問
題
は
起
こ
ら
な
い
の
だ
ろ
-
か
｡
｢神
｣

ヽ
ヽ

の
側
の
も
の
は
便
宜
上

一
時
的
に
名
を
つ
け
て
い
る
だ
け
で
､
根
元
的
に

は
人
に
と
っ
て
理
解
不
可
能
な
い
秒
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
-
な
い
｡
だ
か

ら
出
自
が

｢神
｣
の
側
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
限
り
そ
れ
自
体
が
依
然

ヽ
ヽ

不
安
な
い
秒
だ
L
t
ま
た
逆
に
人
が
つ
け
た
名
と
の
ず
れ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
心
配
が

一
方
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
､
人
に
は
始
終
ス

-
レ
ス
が
発
生
し
て
い
た
｡
そ
れ
が
例
え
ば

〟負
の
は
た
ら
き
″
を
す
る

場
合
､
｢け
が
れ
｣
と
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
｡

ま
た
'
逆
も
有
り
得
る
｡
人
と

｢神
｣
が
接
触
し
た
時
生
じ
る
ス
ト
レ

ス
が
良
い
方
向
に
は
た
ら
-
と
思
わ
れ
て
い
る
場
合
だ
｡
し
ば
し
ば
言
わ

れ
る
こ
と
だ
が
'
不
思
議
な
カ
ー

生
命
力
と
言
っ
た
り
す
る
時
も
あ
る

-

が
充
満
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
所
が
あ
る
ら
し
い
｡
人
び
と
は
度

た
び
そ
の
場
所
を
訪
れ
､
見
た
り
し
て
い
る
｡
こ
の
行
為
は
､
そ
の
場
に

満
ち
て
い
る
不
思
議
な
力
､
生
命
力
を
自
ら
の
内
に
取
り
入
れ
る
た
め
に

(21
>

行
な
わ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
'
よ
-
考
え
て
み
る
と

そ
こ
は
何
か
得
体
の
知
れ
ぬ
力
が
充
満
し
て
い
る
所
､
す
な
わ
ち

｢神
｣

の
側
に
属
し
て
い
る
場
で
あ
る
｡
人
び
と
は
そ
こ
に
何
か
を
感
じ
､
何
か

秒
か
か
で
は
困
る
か
ら
人
の
世
に
属
す
る
も
の
だ
と
認
識
す
る
た
め
に
そ

の
場
を

｢見
｣
た
｡
｢見
｣
れ
ば
当
然
の
如
-
そ
の
場
に
は
名
が
つ
け
ら
れ
､

そ
う
し
て
人
の
世
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
-
だ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
､
そ
の
名

と
は

｢見
｣
た
も
の
が
決
定
し
て
差
し
支
え
な
い
O
正
し
い
名
な
ら
ば
そ

れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
､
ま
ず
自
ら
が
把
握
し
た
こ
と
を
示
せ
れ
ば

良
か
っ
た
o

l
つ
1
つ
身
の
回
り
か
ら
人
の
世
に
現
れ
出
た

｢神
｣
を
消

去
し
て
ゆ
-
こ
と
が
人
の
世
の
存
続
の
た
め
に
は
大
切
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

前
述
の
よ
う
に
こ
の
稿
で
使
っ
て
い
る

｢神
｣
と
は
所
謂
宗
教
に
関
連

し
た
神
で
は
な
い
｡
多
少
の
関
わ
り
は
持
つ
で
あ
ろ
う
が
よ
り
広
い
範
囲

ヽ
ヽ

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
｡
人
に
対
立
す
る
も
の
'
人
以
外
の
も
の
の
代

表
と
し
て

｢神
｣
を
使
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
個
人
に
対
し
て
の

｢神
｣
と

は
共
同
体
を
も
含
ん
だ
む
秒
に
な
る
L
t
共
同
体
に
と
っ
て
は
そ
の
外
に

広
が
る
異
界
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
稿
で
の

｢神
｣
は
あ
る
｡
共

同
体
の
総
意
の
上
に
神
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
､
そ

れ
な
ら
ば
個
人
に
と
っ
て
共
同
体

=
｢神
｣
で
あ
り
､
共
同
体
は
む
し

ろ
そ
の
持
つ
不
可
思
議
な
カ
ー

拘
束
力
の
よ
う
な
も
の
-

で
個
人
に

影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
そ
の
よ

う
な
人
の
認
識
外
の
諸
諸
の
も
の
を
総
括
し
た
名
称
と
し
て
､
単
に
も
の

で
も
良
い
の
だ
が
'
｢神
｣
を
使
っ
て
い
る
わ
け
な
の
だ
｡

で
は
､
あ
る
い
か

(物
質
で
も
出
来
事
で
も
感
情
で
も
)
が

｢神
｣
と

し
て
人
の
世
に
成
立
す
る
ま
で
を
考
え
て
み
よ
う
O
ま
ず
､
誰
か

(B
)
が

い
秒

(A
)
を
発
見
す
る
｡
話
の
展
開
上
､
当
然
A
は
B
に
と
っ
て
理
解

不
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
す
る
と
A
は
B
に
と
っ
て
は
｢神
｣

の
側
に
属
す
る
も
の
の
は
ず
だ
｡
そ
し
て
B
が
次
に
あ
る
人
物

(C
)
に

会
っ
た
時
A
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
'
話
は
二
つ
に
分
か
れ
て
ゆ

-
｡
C
も
わ
か
ら
な
け
れ
ば
A
は
依
然
と
し
て

｢神
｣
の
ま
ま
で
あ
る
が
'

も
し
か
す
る
と
C
は
A
を
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
こ
で
C
は
B

に
説
明
を
す
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
時
点
で
A
は
不
明
さ
が
解
消
さ
れ

｢神
｣

で
な
-
な
り
'
B
の
秩
序
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
B

の
理
解
の
範
囲
に
入
る
｡
こ
の
場
合
､
A
は
B
に
と
っ
て

｢神
｣
で
あ
っ

た
が
C
に
と
っ
て
は
違
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
C
は
B
に
と
っ
て

｢神
｣

と
の
通
訳
者
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡
B
に
と

っ
て
C
は
単
な
る
人
で
は
な
い
｡
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B
､
C
二
人
と
も
理
解
不
可
能
な
場
合
A
は

｢神
｣
の
ま
ま
で
あ
る
が
'

｢神
｣
の
座
か
ら
下
ろ
さ
れ
る
確
率
は
共
同
体
が
大
き
-
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

(B
､
C
が
出
会
う
人
が
多
-
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
)
高
-
な
る
｡
誰
か
が
知

っ
て
い
る
可
能
性
も
高
-
な
る
か
ら
｡
し
か
し
t
も
L
B
や
C
の
属
し
て

い
る
共
同
体
の
皆
が
知
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
｡
結
局
､
A
は

｢神
｣

(
の
仕
業
)
と
し
て
共
同
体
内
に
走
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
完
結
し
た
共
同

体
で
は
そ
れ
が
終
点
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
｡
共
同

体
内
の

｢神
｣
の
解
明
に
旅
人
-

異
人
-

が
大
き
-
関
わ
っ
て
い
る

の
だ
が
､
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
｡
共
同
体
内

に

｢神
｣
と
し
て
定
着
し
た
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
漠
然
と
し
た

｢神
｣
の

ま
ま
で
は
到
底
な
-
'
し
っ
か
り
し
た
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
た
｡
確
か

に
理
解
不
可
能
な

｢神
｣
の
側
の
い
秒
で
は
あ
る
が
､
人
の
世
に
お
け
る

｢神
｣
な
の
だ
｡

人
と

｢神
｣
は
相
容
れ
な
い
も
の
同
士
だ
か
ら
'
同
じ
時
間

･
場
所

･

空
間
を
共
有
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
し
て
あ
る
｡
し

ヽ

か
し
'
専
ら
人
の
側
に
責
任
は
あ
る
の
だ
が

(人
が

｢神
｣
を
理
解
し
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
い
け
な
い
)'
し
ば
し
ば
両
者
が
混
在

し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
｡
主
に
こ
の
場
合
は
八
の
側
に
問
題

が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
'
や
は
り
両
者
に
影
響
が
あ
っ
た
と
見

て
お
き
た
い
｡
対
立
す
る

一
方
の
側
と
の
接
触
に
よ
っ
て
片
方
が
影
響
を

受
け
た
と
す
れ
ば
'
反
対
の
､作
用
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
簡
略
化
し

て
し
ま
え
ば
人
と

｢神
｣
は
容
易
に
入
れ
替
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
た

だ
'

1
万
は
語
り
伝
え
る
側
で
あ
り
'
他
方
は
伝
え
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ

た
｡
だ
か
ら
人
と
空
間
を
共
有
し
て
し
ま
っ
た

｢神
｣
は
去
っ
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
も
し

｢神
｣
の
側
が
文
献
を
残
し
て
い
た

<2
>

ら
'
逆
に
人
が
去
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
｡

人
と

｢神
｣
が
接
触
し
て
し
ま
っ
た
時
'
彼
ら
の
内
側
に
ど
の
よ
う
な

変
化
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
人
の
側
か
ら
考
え
て
み
よ
う
｡
前

ヽ
ヽ

で
は
ス
-
レ
ス
と
言
っ
た
が
'
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
対
す
る
畏
れ

･

怖
れ

･
不
安

･
ま
た
花
が
咲
い
て
い
る
所
や
波
の
砕
け
て
い
る
所
で
感
じ

ら
れ
る
も
の
､
墓
や
死
体
の
あ
る
場
所
で
感
じ
る
も
の
等
の
不
思
議
な
何

か
が
人
の
内
側
に
生
じ
て
き
た
｡
あ
る
時
に
は
そ
れ
が
正
の
方
向
に
は
た

ヽ
ヽ

ら
く
も
の
と
感
じ
ら
れ
､
ま
た
あ
る
時
に
は
逆
に
負
の
方
向
に
感
じ
ら
れ

た
か
も
し
れ
ぬ
が
'
共
通
し
て
い
る
の
は
人
の
日
常
で
は
得
る
こ
と
の
で

き
ぬ
感
覚
で
あ
る
と
い
う
点
だ
｡
日
常
生
活
で
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
感

覚
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
｢神
｣
の
側
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
'
人
と
し
て
の
存
在
を
危
-
す
る
こ
と
と
な
る
｡
故
に
そ
の
感
覚
は
解

消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

つ
け
加
え
て
お
-
が
､
従
来
花
見
や
河
の
瀬
を
見
る
こ
と
等
が
自
ら
の

生
命
力
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ど
と
意
味
不
明
の
解
釈
が
な
さ

<23
v

れ
て
き
た

｡

先

ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば

｢神
｣
と
の
接

触
は
必
ず
し
も
良
い
と
は
限
ら
な
い
｡
む
し
ろ
こ
の
場
合
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
､
国
見
の
儀
式
等
に
お
け
る

｢見
る
｣
行
為
と
の
共
通
性

で
あ
ろ
う
O
河
や
瀬
'
山
は
言
う
ま
で
も
な
く
i
(
(走
住
民
)
の
日
常
生

活
圏
の
外
に
あ
る
｡
｢神
｣
の
居
る
世
界
だ
｡
ま
た
､
花
見
の
対
象
で
あ
る

咲
い
て
い
る
花
'
あ
る
い
は
白
-
砕
け
散

っ
て
i
る
波
の
穂
は
人
に
何
か

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
そ
こ
に
所
謂
生
命
力
が
あ
ふ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
は
な
い
の
だ
が
へ
要
す
る
に

｢神
｣
が
発

現
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
人
の
世
に
現
れ
た

｢神
｣
は
何
度
も
言

ヽ

う
よ
う
だ
が
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
人
の
側
が
理
解
し
秩
序
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ヽ
ヽ

に
組
み
入
れ
る
た
め
に
'
そ
の
場
や
そ
れ
ら
の
も
の
は

｢見
｣
ら
れ
た
の

で
あ
る
｡

生
命
力
と
い
う
言
葉
が
比
較
的
よ
-
使
わ
れ
る
｡
生
命
力
と
は
何
な
の

だ
ろ
う
｡
ま
た
､
そ
れ
の
充
足
と
は
｡
生
命
力
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は

否
定
し
た
方
が
良
い
と
は
思
わ
な
い
が
､
積
極
的
に
肯
定
も
し
な
い
｡
所

謂
咲
い
て
い
る
花
や
波
の
穂
'
河
や
山
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
生
命
力

と
は
'
前
述
の

｢神
｣
と
人
と
の
出
会
い
に
よ
る
影
響
が
正
の
方
向
に
は

た
ら
い
た
時
の
名
称
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し

自
ら
の
生
命
力
の
充
足
と
は
'
｢神
｣
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
可

思
議
な
感
覚
を
解
消
し
た
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
不
安
や

心
配
や
畏
れ
を
起
こ
す
も
の
を
な
-
せ
ば
'
た
と
え
そ
れ
が
心
を
躍
ら
せ

る
よ
う
な
い
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
生
命
力
は
安
定
す
る
は
ず
だ
0

人
に
と
っ
て
人
の
あ
る
べ
き
状
態
が
保
た
れ
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ

る
.
人
は
人
で
あ
る
限
り
い
つ
も
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら

｢神
｣
の
側
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
揺
れ
が

生
じ
た
時
､
悪
い
方
向
で
も
良
い
方
向
で
も
関
わ
り
な
く
､
再
び
八
で
あ

る
状
態
に
戻
ろ
う
と
し
た
の
だ
｡

4

歌
か
ら
少
し
離
れ
て
､
し
か
し
歌
と
は
深
い
関
わ
り
を
持
つ
で
あ
ろ
う

｢神
｣
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
2
に
お
い
て
歌
の
発
せ
ら
れ
た
動
機
を
い
-
つ

か
挙
げ
た
の
だ
が
'
多
-
の
場
合
こ
の

｢神
｣
が
絡
ん
で
い
る
と
言
え
る
｡

死
に
接
触
し
た
り
'
｢神
｣
の
居
る
と
思
わ
れ
る
場
所
を
見
た
り
､
お
酒
を

飲
ん
だ
り
､
恋
を
し
た
り
｡
そ
れ
自
体
を

｢神
｣
と
呼
ん
で
も
良
い
も
の

も
あ
る
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
感
情
を

｢神
｣
と
し
て
も
良
い
｡

い
ず
れ
に
し
ろ
人
と

｢神
｣
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
た
人
の
内
の
｢神
｣

が
'
歌
を
発
す
る
時
の
主
な
契
機
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
歌
は
'

そ
の

｢神
｣
を
解
消
す
る
為
に
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

も
う
少
し
抽
象
的
に
話
を
し
て
み
よ
う
｡
例
え
ば
人
と

｢神
｣
の
よ
う

な
'
対
立
す
る
A
と
B
が
あ
る
｡
A
と
B
は
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お

ヽ
ヽ

互
い
に
影
響
を
う
け
る
｡
A
の
内
に
B
的
な
も
の
が
生
じ
'
逆
に
B
に
は

A
的
な
も
の
が
生
じ
る
｡
す
な
わ
ち
､
両
者
に
お
い
て
A
と
B
が
混
在
す

ヽ
ヽ

る
こ
と
に
な
る
｡
A
と
B
は
本
来
対
立
す
る
も
の
同
士
で
並
立
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
t
A
は
再
び
A
そ
の
も
の
へ
'
B
は
再
び
B
そ
の
も
の

へ
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
場
合
の
転
換
の
装
置
と
し
て
歌
は
あ

ヽ

っ
た
.
｢神
｣
に
退
か
れ
て
い
る
人
が
再
び
人
の
あ
る
べ
き
状
態
に
戻
る

為
に
歌
は
発
せ
ら
れ
た
O
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
人
は
人
の
世
界
を

取
り
戻
し
'
｢神
｣
は

｢神
｣
の
世
に
帰
っ
た
｡
混
在
す
る
こ
と
は
な
-

な
っ
た
の
で
あ
る
｡

で
は
､
そ
の
よ
う
な
歌
の
機
能
を
実
際
の
例
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で

き
る
の
だ
ろ
-
か
｡
残
念
な
こ
と
に
契
機
と
結
果
両
者
を
明
ら
か
に
記
し

て
い
る
よ
う
な
例
は
少
な
い
｡
例
え
ば

『古
事
記
』
雄
略
天
皇
の
条
に

又
天
皇
'
長
谷
の
百
校
概
の
下
に
坐
し
ま
し
て
'
豊
楽
為
た
ま
ひ
し

時
'
伊
勢
国
の
三
重
妹
'
大
御
重
を
指
挙
げ
て
献
り
き
｡
爾
に
其
の

百
枝
槻
の
葉
'
落
ち
て
大
御
蓋
に
浮
か
び
き
｡
其
の
妹
､
落
葉
の
蓋

に
浮
か
べ
る
を
知
ら
ず
て
'
猶
大
御
酒
を
献
り
き
｡
天
皇
其
の
蓋
に

浮
か
べ
る
葉
を
看
行
は
し
て
､
其
の
妹
を
打
ち
伏
せ
'
刀
を
其
の
額

に
刺
し
充
て
て
､
斬
ら
む
と
し
た
ま
ひ
し
時
､
其
の
妹
､
天
皇
に
白
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し
て
日
ひ
け
ら
-
'
｢吾
が
身
を
莫
殺
し
た
ま
ひ
そ
｡
白
す
べ
き
事

有
り
J
と
い
ひ
て
'
即
ち
歌
日
ひ
け
ら
-
～

(歌
あ
り
｡
省
略
)

と
う
た
ひ
き
｡
故
､
此
の
歌
を
献
り
つ
れ
ば
'
其
の
罪
を
赦
し
た
ま

ひ
き
｡
(中
略
)

故
､
此
の
豊
楽
に
其
の
三
重
妹
を
誉
め
て
'
多
の
緑
を
給
ひ
き
｡

(後
略
)

と
あ
る
｡
歌
に
よ
っ
て
罪
が
消
え
た
わ
け
だ
｡
罪
の
購
い
を
歌
は
す
る
こ

と
が
で
き
た
ら
し
い
｡
ま
た
､
人
に
何
か
を
教
え
た
り
告
げ
た
り
す
る
こ

と
も
歌
で
な
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
な
り
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
O
例
え
ば
前
掲
の
伊
須
気
余
理
比
章
の
歌
な
ど
は
､
完
全
に
意
味
が

通
じ
た
か
は
不
明
な
の
だ
が
'
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

書
か
れ
て
い
な
い
｡

歌
が
発
せ
ら
れ
た
後
に
そ
の
効
果
等
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
｡
歌
が
で
て
く
る
話
を
見
て
ゆ

-
と
'
歌
の
あ
る
位
置
は
比
較
的
終
わ
り
の
方
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡
歌

の
や
り
と
り
の
み
で

一
ま
と
ま
り
の
話
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡

推
測
で
あ
る
が
'

1
つ
の
話
の
中
で
歌
は
結
未
を
つ
け
る
よ
う
な
､
こ
れ

以
上
話
は
進
ま
な
い
L
t
問
う
て
も
無
駄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
サ

イ
ン
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
で

あ
れ
ば
'
歌
が
あ
る
と
そ
れ
以
上
何
も
語
ら
れ
な
-
て
も
良
工

ま
た
語

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
場
合
で
も
'
内
容
に
関
わ
り
な
-
'

一
つ
の
話
の
中
で
転
換
の
装

置
と
し
て
歌
は
十
分
機
能
し
て
い
る
｡
ま
と
ま
り
の
あ
る

一
つ
の
話
と
は

受
け
手
の
属
し
て
い
る
も
の
で
は
な
-
､
そ
の
隣
り
'
い
わ
ば

｢神
｣
の

側
の
こ
と
で
あ
る
｡
語
り
手
､
受
け
手
の
現
実
の
生
活
に
密
着
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
再
び
現
実
の
人
の
世
界
に
戻
す
た
め
の
合
図
と

し
て
'
最
後
に
歌
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

5

ま
と
め
と
し
て

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
'
少
な
-
と
も

『記
紀
』
に
お
け
る
歌
と

ヽ
ヽ
<…4
>

は
音
数
律
を
持
つ
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
故
に
八
の
日
常
言
語
で
は
な
い
こ

と
を
ま
ず
認
め
た
い
｡
だ
か
ら
歌
は

｢
い
ふ
｣
だ
け
で
は
な
-
'
｢歌
ふ
｣

｢語
る
｣
等
特
殊
な
仕
方
に
よ
っ
て
人
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
｡
し
か

ヽ
ヽ

し
'
歌
は
特
殊
な
も
の
で
は
あ
る
が
'
あ
る
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
し
か
摸

ヽ
ヽ

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
｡
い
か
な
る

も
の
も
接
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
発
す
る
主
体
に
制
限
が

な
い
一
方
で
'
そ
れ
を
取
り
ま
-
情
況
に
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
共
通
す
る

条
件
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
｡
ほ
と
ん
ど
の
場
合
､
｢神
｣
と
関
わ
る
時

に
歌
は
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
人
び
と
は
､
｢神
｣
と
の
接
触
に
よ

っ
て
自
ら
の
内
に
生
じ
た

｢神
｣
-

け
が
れ
で
あ
る
と
か
､
生
命
力
で

あ
る
と
か
'
｢う
た
状
態
｣
'
不
安
､
畏
れ
'
心
配
､
恐
怖
､
喜
び
､
恋
'

何
か
を
あ
ら
わ
し
た
い
と
思
う
心
'
様
ざ
ま
な
不
明
瞭
で
不
気
味
で
不
可

ヽ
ヽ

思
議
で
説
明
不
可
能
な
も
の
-

を
解
消
し
よ
う
と
'
歌
を
発
し
た
の
だ
o

ヽ
ヽ
ヽ

こ
こ
ま
で
幾
度
も

｢歌
を
発
し
た
｣
と
述
べ
て
い
る
通
り
'
歌
は
音
声

と
し
て
発
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
歌
を
歌
と
し
て
い
る
第

1
は
音

数
律
で
あ
り
'
そ
れ
が
明
確
に
表
さ
れ
る
の
は

｢発
す
る
｣
こ
と
以
外
に

な
い
｡
書
い
た
だ
け
で
は
は
っ
き
り
と
日
常
言
語
と
の
差
異
を
示
せ
な
い
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だ
ろ
う
｡
だ
か
ら
音
声
と
し
て
発
し
､
そ
れ
が
歌
で
あ
る
と
自
分
を
含
め

た
す

べ
て
に
理
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
そ
-
し
な
け
れ
ば
歌
は
そ
の
役
割

を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
だ
｡
ま
た
､
歌
が
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ

っ
た
の
は
､
歌
が

｢
歌
ふ
｣
だ
け
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
｡
音
声
を
発
す
る
行
為
は
必
ず
し
も

｢歌
ふ
｣
だ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
｡

い
ず
れ
に
し
ろ
歌
は
ル

(あ
る
い
は
も
の
)
に
よ

っ
て
音
声
と
し
て
発

せ
ら
れ
た
｡
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
歌
を
発
し
た
主
体
は
現
在
あ
る

状
態
か
ら
の
転
換
を
図

っ
た
の
で
あ
る
｡
歌
は
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
の

間
に
位
置
す
る
転
換
の
装
置
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
､
何
か
現
在
の
状
態
に

不
都
合
が
生
じ
た
時
､
ル

(あ
る
い
は
も
の
)
は
歌
を
発
し
た
の
で
あ
る
｡

(
10
)

(
12
)

注
へ
1
)
藤
井
貞
和

『物
語
文
学
成
立
史
』
東
京
大
学
出
版
会

へ
2
)
古
橋
信
孝
氏
は

『万
葉
集
を
読
み
な
お
す

神
話
か
ら

〟う
た
″

へ
』
(N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
)
や
他
の
い
-
つ
か
の
論
文
の
中
で
(う

た
)
と
い
う
語
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
対
象
が
正

し
-
読
み
手
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
｡

(
3
)
口
承
と
い
う
手
段
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､

ど
の
よ
う
な
人
で
も
等
し
-
触
れ
ら
れ
る
の
は
文
献
だ
け
で
あ
ろ

･
つ

〇

八
4
)
各
各

『古
事
記
』
小
碓
命
の
東
伐
'
応
神
天
皇
の
条
に
あ
る
｡

(
5
)
例
え
ば

『古
事
記
』
に
お
い
て
､
応
神
天
皇
の
歌
は
五
つ
､
仁
徳

天
皇
は
十
､
雄
略
天
皇
は
九
つ
､
ち
な
み
に
倭
建
命
は
七
つ
あ
る
｡

(
6
)

『古
事
記
』
神
武
天
皇
の
条

へ
7
)
例
え
ば

『古
事
記
』
仁
徳
天
皇
の
条
に

｢天
皇
上
り
幸
で
ま
す
時
､

(
13
)

(
16
)

黒
日
章
献
御
歌
日
'
(黒
日
章
御
歌
を
献
り
て
日
ひ
し
-
)｣
と
あ

る｡『古
事
記
』
須
佐
之
男
命
の
歌

.ら.I)

本
居
宣
長
は

『石
上
私
淑
言

巻

一
』
の
中
で

｢本
よ
り
定
ま
り

ことば

て
あ
る
と
こ
ろ
の
辞
を
今
ま
ね
び
て
ロ
に
い
ふ
を
'
『余
牟
』
と

い
ふ
J
と
述
べ
て
い
る
｡
｢本
よ
り
定
ま
り
て
あ
る
｣
の
捉
え
方
だ

が
'
文
字
と
し
て
書
き
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
､
人

び
と
の
記
憶
の
内
あ
る
い
は

｢神
｣
の
側
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

も
含
む
の
で
は
な
い
か
｡

(
11
)
前
掲
の
雄
略
天
皇
の
蓋
に
百
校
税
の
葉
を
落
と
し
た
姉
の

歌
は
四
十
八
句
で
､
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
章
'
大
久
米
命

の
歌
の
や
り
と
り
は
い
ず
れ
も
三
句
｡

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
歌
は
多
い
｡
例
え
ば

『古
事
記
』
で
遺
臣
命

あ
る
い
は
大
久
米
命
の
歌
は
五
つ
で

一
つ
の
ま
と
ま
り
の
話
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
例
の
出
典
は
順
に
､

『古
事
記
』
倭
建
命
の
東
征

『古
事
記
』
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
歌

『古
事
記
』
衰
那
命
と
志
毘
臣
の
や
り
と
り

古
橋
信
孝

『古
代
和
歌
の
発
生

歌
の
呪
性
と
様
式
』
(東
衷
大

学
出
版
会
)
の

｢序

歌
の
発
生
｣
の
中
で

｢神
の
こ
と
ば
の
装

い
｣
(傍
点
古
橋
氏
)
と
し
て
繰
り
返
し
を
挙
げ
て
い
る
｡

西
郷
信
綱

｢古
代
詩
歌
の
韻
律
｣
(
『神
話
と
国
家

古
代
論
集
』

平
凡
社
選
書

所
収
)

古
橋
氏
は
前
掲
喜

八注
2
)
で

｢
つ
ま
り

(う
た
)
と
は
神
の
意

志
を
示
す
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
J
｢す
る
と
先
に

(う
た
)

が
神
の
こ
と
ば
だ
と
述
べ
た
が

(後
略
)｣
と
述
べ
て
い
る
｡

も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
｡
逆
に
動
機
が
見
つ
け
に
-

い
時
も
あ
る
o
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(
17
)
古
橋
信
孝

｢巡
行
叙
事
｣
(前
掲
善

人注
13
V
H

歌
の
叙
事

所

収
)
氏
の
論
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
他
に
論
文
も
多
い
｡

(
18
)
そ
れ
ぞ
れ

回

『古
事
記
』
神
武
天
皇

㈲
『古
事
記
』
崇
神
天
皇

建
波
遜
安
王
の
反
逆

回

『古
事
記
』
仁
徳
天
皇

(
19
)
(
20
)
藤
井
貞
和

前
掲
書

(注
1
)

(
21
)
(注
23
)
参
照
｡

(
22
)
例
え
ば
昔
話

｢鶴
女
房
｣
を
考
え
よ
-
｡
人
と
同
じ
姿
で
居
る
限

り
は
人
の
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た

｢神
｣
(鶴
)
も
'
そ
の

正
体
が
露
見
し
て
し
ま
う
こ
と
で
人
の
世
か
ら
去
っ
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
･

い
く
ら
人
の
世
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
し
て

も
で
あ
る
0
人
と

｢神
｣
と
の
混
在
は
此
-
の
如
-
厳
し
く
禁
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(
23
)
伊
藤
博
氏
は

｢荒
都
歌
と
窮
旅
信
仰
｣
(
『寓
葉
菜
の
歌
人
と
作
品

上

古
代
和
歌
史
研
究
3
』
塙
書
房

所
収
)
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
｡

第

一
は
自
然
を
見
て
そ
れ
を
諾
え
る
歌
'
第
二
は
自
然
を
通
し

て
家
郷
を
偲
ぶ
歌
'
第
三
は
滅
ん
だ
も
の
を
見
て
哀
傷
す
る
歌
'

こ
の
三
種
で
あ
る
｡
う
た
い
か
た
に

一
見
異
質
な
面
が
あ
る
け

れ
ど
も
､
三
種
は
生
命
力
の
充
足
を
祈
請
し
て
行
路
の
安
全
を

祈
り
,
無
事
な
る
帰
郷
を
粁
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
タ
マ
フ
リ

の
行
為
で
あ
る
点
で
､
本
質
を
等
し
う
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
自

然
を
讃
え
る
こ
と
は
そ
の
躍
動
す
る
生
命
力
を
自
己
の
体
内
に

感
染
さ
せ
て
t
よ
り
安
全
な
旅
を
祈
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
家
郷

へ
の
思
慕
を
う
た
う
こ
と
は
家
郷
の
生
命
力
を
招
ぎ
家
郷
と
の

魂
合
い
を
祈
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
な
行
路
を
期
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
'
滅
ん
だ
も
の
を
う
た
う
こ
と
は
そ
の

霊
魂
を
慰
め
た
り
畏
服
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
力
の

充
足
を
願
い
行
路
の
安
全
を
招
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
｡

(
24
)
こ
の
稿
の
中
で
は

｢人
｣
｢
人
｣
｢も
の
｣
｢も
の
｣
と
い
う
二
種
類

ず
つ
の
表
記
が
あ
る
｡
｢
人
｣
｢も
の
｣
は

一
般
的
に
意
味
し
て
い

る
通
り
で
あ
る
が
､
傍
点
の
あ
る

｢
人
｣
｢も
の
｣
は
対
立
す
る
も

う

一
方
の
側
を
意
識
し
て
い
る
時
に
使
っ
た
｡

(東
京
都
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)
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