
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

　
　
　
　
は
じ
め
に

古
代
歌
謡
お
よ
び
初
期
万
葉
に
お
け
る
本
格
的
な
対
句
論
と
し
て
最
初
の
も

の
は
、
大
畑
幸
恵
氏
フ
対
句
〉
論
序
ぬ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
含
め
て
、
こ

れ
ま
で
の
対
句
研
究
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
主
に
次
の
三
点
に
ま
と

め
ら
れ
る
と
思
う
。

　
一
　
対
句
と
は
繰
り
返
し
か
ら
発
達
し
た
修
辞
法
で
あ
る
。

　
二
　
反
復
に
よ
っ
て
言
霊
を
発
揮
す
る
こ
と
、
ま
た
大
事
な
部
分
を
強
調
す

　
　
　
る
こ
と
を
機
能
と
す
る
。

　
三
　
対
句
と
は
そ
も
そ
も
口
謳
言
語
の
表
現
方
法
で
あ
る
が
、
口
誦
か
ら
記

　
　
　
載
へ
と
い
う
歌
自
体
の
表
現
の
変
化
に
と
も
な
い
、
対
句
も
ま
た
、
古

　
　
　
代
歌
謡
・
初
期
万
葉
の
繰
り
返
し
的
な
対
句
か
ら
、
後
期
万
葉
の
、
漢

　
　
　
詩
の
影
響
を
受
け
た
対
偶
性
の
強
い
対
句
へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

山
　
　
本
　
　
直
　
　
子

右
に
示
し
た
と
お
り
、
古
代
歌
謡
・
初
期
万
葉
の
対
句
は
、
「
唱
え
、
う
た
う

と
い
う
口
誦
の
表
現
形
式
と
し
て
、
繰
り
返
し
二
言
い
か
え
の
形
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
事
な
部
分
の
強
調
を
そ
の
機
能
と
す
紐
」
も
の
と
理
解
さ
れ
て

き
た
。
た
と
え
ば
、
古
事
記
「
天
語
歌
」
の
次
の
対
句
で
あ
る
が
、

　
　
纏
向
の
　
日
代
の
宮
は

　
　
　
　
朝
日
の
　
日
照
る
宮

　
　
　
｛

夕
日
の
　
日
影
る
宮

　
　
　
　
今
の
根
の
　
根
足
る
宮

　
　
　
　
木
の
根
の
　
根
蔓
ふ
宮
：
∴
記
一
〇
〇
｝

こ
こ
で
は
主
題
と
な
る
「
日
代
の
宮
」
が
、
「
朝
日
や
夕
日
が
照
り
輝
き
、
竹

や
木
の
繁
栄
す
る
宮
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
句
が
宮
の
す
ば

ら
し
さ
を
強
調
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
対
象

と
な
る
人
物
の
容
姿
や
景
物
の
様
子
に
関
し
て
、
好
ま
し
い
（
理
想
的
な
）
表



　
　
　
　
　
　
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

現
を
並
べ
立
て
る
こ
と
で
成
り
立
つ
対
句
は
多
い
。
古
代
歌
謡
の
対
句
は
、
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
意
味
で
の
強
調
表
現
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
中
で
、
古
代
歌
謡
の
対
句
に
は
、
次
に
挙
げ
る
例
の
よ
う
に
、
人
物
の

動
作
や
行
動
を
叙
述
し
た
も
の
が
あ
る
。
先
の
天
語
歌
の
対
句
の
内
容
が
、
人

物
や
景
物
の
状
態
の
描
写
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
特
に
人
間
の
行
動
を
、
時
間

的
ま
た
は
空
間
的
に
異
な
る
位
相
や
段
階
に
よ
っ
て
、
複
数
並
べ
た
も
の
で
あ

る
。

　
　
…
大
君
は
　
そ
こ
を
聞
か
し
て

　
た
ま
ま
き

　
玉
纏
の

｛
　

し
　
っ
ま
き

　
倭
文
纏

　
呉
床
に
立
だ
し

の
　
呉
床
に
立
た
し

　
獣
待
つ
と
　
我
が
い
ま
せ
ば

几

か
待
っ
と
　
我
が
立
た
せ
ば

手
誹
に
　
虻
懸
き
着
き
つ
・
：
（
紀
七
五
）

　
こ
れ
は
日
本
書
紀
に
収
め
ら
れ
た
、
蜻
蛉
島
と
い
う
地
名
の
由
来
を
語
る
歌

謡
の
一
部
で
、
天
皇
の
行
動
が
、
二
つ
の
二
句
対
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
対
句
の
中
に
は
、
行
動
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
歌
謡

の
主
題
を
賛
美
す
る
方
向
へ
向
か
う
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
「
行
動
を
語
る

こ
と
」
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
先
の

対
象
を
ほ
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
天
語
歌
の
対
句
と
は
、
ま
た
異
な
る
あ
り

方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
本
稿
で
は
、
こ
う
い
っ
た
人
物
の
動
作
や
行
動
に
関
す
る
対
句
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
そ
の
用
法
や
、
用
い
ら
れ
た
背
景
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一

儀
礼
の
場
で
の
行
動
と
対
句

　
古
事
記
の
「
神
語
歌
」
（
記
一
丁
五
）
は
、
全
部
で
四
首
の
歌
謡
か
ら
成
っ

て
お
り
、
二
首
ず
っ
が
そ
れ
ぞ
れ
問
答
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
次
に
（
１
）

（
２
）
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
と
も
に
そ
の
中
で
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
歌
と
し

て
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
八
千
矛
の
　
神
の
命
は
　
八
島
国
　
妻
枕
き
か
ね
て
　
遠
々
し
　
高
志

　
　
　
の
国
に

賢
し
女
を
　
有
り
と
聞
か
し
て

八
妙
し
女
を
　
有
り
と
聞
こ
し
て

　
吉
雄
7
9
）
に
　
肴
り
や
穴

｛

婚
ひ
に
　
在
り
通
は
せ

（
２
）

さ
婚
ひ
に
　
在
り
立
た
し

大
刀
が
緒
も
　
未
だ
解
か
ず
て

襲
を
も
　
未
だ
解
か
ね
ば

　
を
と
め
　
　
　
　
　
な

嬢
子
の
　
寝
す
や
板
戸
を

　
押
そ
ぶ
ら
ひ
　
我
が
立
た
せ
れ
ば

｛

引
こ
づ
ら
ひ
　
我
が
立
た
せ
れ
ば
・
：
（
記
二
）

Ｔ
ぬ
ば
た
ま
の
　
黒
き
御
衣
を
　
ま
具
に
　
取
り
装
ひ
　
沖
つ



鳥
　
胸
見
る
時
　
羽
叩
き
も

に
脱
き
棄
て

こ
れ
は
適
は
ず
　
辺
つ
波

背モ

掻
鳥
の
　
青
き
御
衣
を
　
ま
具
に
　
取
り
装
ひ
　
沖
つ
鳥
　
胸

見
る
時
　
羽
叩
き
も
　
此
も
適
は
ず
　
辺
つ
波
　
背
に
脱
き
棄

て

　
　
　
山
県
に
　
蒔
き
し
藍
蓼
春
き
　
染
木
が
汁
に
　
染
衣
を
　
ま
具
に

　
　
　
取
り
装
ひ
　
沖
つ
鳥
　
胸
見
る
時
　
羽
叩
き
も
　
此
し
良
ろ
し
・
：
（
記

　
　
　
四
）

　
（
１
）
で
は
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
妻
問
い
の
行
動
が
、
（
２
）
で
は
着
替
え
の
様
子

が
、
対
句
に
よ
っ
て
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
体
の
句
数
に
対
し
て

対
句
句
数
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
高
い
歌
謡
で
、
対
句
に
よ
っ
て
叙
事
が
展

開
し
て
い
く
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
た
背

景
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
歌
謡
そ
の
も
の
の
実
体
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

一
連
の
歌
謡
の
最
後
に
は
、
「
此
を
神
語
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
神

語
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
西
郷
信
綱
氏
は
、
「
歌
だ
け
れ
ど
、
並
の
歌
と

は
類
を
異
に
し
八
千
矛
神
を
主
人
公
と
す
る
一
篇
の
物

カ
ム
ガ
タ
リ
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
ウ
タ
フ
と
は
違
い

｀　豆五

叩
と
な
っ
て
い
る
の
で

　
カ
タ
ル
は
聞
き
手
や

聴
衆
を
予
想
し
、
曲
節
や
身
振
り
を
伴
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

る
。
さ
ら
に
対
句
部
分
に
つ
い
て
は
「
舞
踊
的
で
あ
り
、
三
連
句
の
と
こ
ろ
は

　
　
　
　
　
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

と
く
に
劇
的
所
作
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
」
と
さ
れ
、
ま
た

こ
の
歌
謡
が
う
た
わ
れ
た
の
は
「
饗
宴
の
場
」
、
そ
れ
も
「
紛
れ
も
な
く
新
嘗

ま
た
は
大
嘗
の
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
（
豊
明
）
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
考
察
さ
れ
て

さ
ら
に
、
（
２
）
に
つ
い
て
は
、
益
田
勝
実
氏
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
（
冒
頭
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
か
ら
「
此
し
良
ろ
し
」
ま
で
は
ー
引
用
者
注
）

　
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
二
回
反
復
し
て
、
三
回
目
の
反
復
で
や
っ
と
落
ち
着
く
、

　
と
い
う
叙
事
的
描
写
で
、
抒
情
的
表
現
に
お
け
る
反
復
強
調
の
技
法
と
は
、

　
全
く
違
う
く
り
か
え
し
方
で
あ
る
。
主
人
公
の
行
動
全
体
の
く
り
か
え
し

　
を
描
写
す
る
の
で
あ
っ
て
、
表
現
し
た
い
感
動
の
部
分
を
さ
ら
に
別
の
表

　
現
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
反
復
す
る
場
合
と
は
、
異
る
。
（
中
略
）
着
替
え

　
着
替
え
す
る
こ
と
が
、
旅
装
の
準
備
を
意
味
す
る
よ
う
な
演
技
で
も
、
う

　
た
の
背
後
に
想
定
し
な
け
れ
ば
ご
っ
た
そ
の
も
の
の
叙
事
の
場
合
に
は
、

こ
う
い
う
手
法
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
え
よ
兄
。

　
こ
れ
ら
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
歌
謡
は
、
単
に
唱
詠
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
宮
廷
の
専
門
的
な
歌
い
手
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
具
体
的
な

身
ぶ
り
や
所
作
を
伴
っ
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
う
た
わ
れ

た
場
は
、
新
嘗
祭
や
大
嘗
祭
と
い
っ
た
儀
礼
の
場
に
付
属
す
る
宴
席
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
柚
。
そ
の
中
で
対
句
は
ソ
王
体
の
行
動
を
具
体
的
に
叙
述
す
る
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一

一

一



　
　
　
　
　
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

　
ま
た
（
２
）
の
対
句
の
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
は
結
果
的
に
選
択
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
を
対
句
と
し
て
並
列
し
、
そ
の
直
後
に
選
択
さ
れ
た
も
の
を

挙
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
選
択
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
注

目
す
べ
き
は
、
こ
れ
に
類
す
る
表
現
が
、
記
紀
の
、
イ
ザ
ナ
キ
命
の
襖
の
場
面

で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

於
是
、
詔
之
、
上
瀬
者
、
瀬
速
。
下
瀬
者
、
瀬
弱
而
、
初
於
二
中
瀬
・
堕
迦

豆
伎
而
前
時
、
所
作
成
坐
神
名
、
八
十
禍
津
日
神
。
（
記
・
上
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

三
九
～
四
（
犬
）
も
、
儀
礼
に
と
も
な
う
具
体
的
な
行
動
を
、
対
句
に
よ
っ
て
表

現
し
た
歌
謡
で
あ
る
。

（
３
）
　
こ
の
御
酒
は

我
が
御
酒
な
ら
ず
　
酒
の
司
　
常
世
に
坐
す
　
石
立
だ

　
　
　
　
す
く
な
み
か
み

す
　
少
名
御
神
の

ら

　
か
む
ほ
　
　
　
　
　
ほ
　
　
く
る

神
寿
き
　
寿
き
狂
ほ
し

豊
寿
き
　
寿
き
廻
し

献
り
来
し
　
御
酒
ぞ
　
残
さ
ず
飲
せ
　
さ
さ
（
記
三
九
）

遂
将
ぃ
鏝
二
前
身
之
所
見
只
乃
興
言
曰
、
上
瀬
是
太
疾
。
下
瀬
是
太
弱
、
　
　
（
４
）
　
こ
の
御
酒
を
　
醸
み
け
む
人
は
　
そ
の
鼓
　
臼
に
立
て
て

　
　
便
濯
二
之
於
中
瀬
・
也
。
因
以
生
‰
代
号
曰
二
八
十
柾
津
日
神
ぺ
（
紀
・
巻

　
　
第
一
・
神
代
上
・
第
五
段
一
書
第
六
）

　
と
も
に
、
イ
ザ
ナ
キ
命
が
上
つ
瀬
・
下
つ
瀬
の
欠
点
を
述
べ
た
う
え
で
、
中

つ
瀬
を
選
ん
だ
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
が
呪
的
・
儀
礼
的
な
行
動
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
（
２
）
の
対
句
が
具
体
的
な
動
作
を
示

す
の
に
対
し
、
右
の
例
は
瀬
の
様
子
を
表
す
と
い
う
相
違
点
は
あ
る
が
、
先
に

も
述
べ
た
と
お
り
、
複
数
か
ら
の
選
択
を
行
う
と
い
う
点
で
、
両
者
の
発
想
は

近
い
。
イ
ザ
ナ
キ
命
が
、
膜
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
言
葉
に
し
て
上
つ
瀬
・
下
つ
瀬

を
否
定
し
た
よ
う
に
、
（
２
）
で
も
、
何
ら
か
の
一
定
の
作
法
を
要
す
る
場
を

背
景
と
し
て
、
具
体
的
な
行
動
を
わ
ざ
わ
ざ
語
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
神
語
歌
ほ
ど
詳
細
な
叙
述
で
は
な
い
が
、
次
に
挙
げ
る
「
酒
楽
の
歌
」
（
記

　
　
　
　
　
　
歌
ひ
っ
つ
　
醸
み
け
れ
か
も

　
　
　
　
　
｛

舞
ひ
っ
つ
　
醸
み
け
れ
か
も

　
　
　
こ
の
御
酒
の
　
御
酒
の
　
あ
や
に
甚
楽
し
　
さ
さ
（
記
四
〇
）

（
３
）
は
息
長
帯
日
売
が
皇
太
子
に
酒
を
勧
め
た
と
き
の
歌
で
、
（
４
）
は
建
内

宿
禰
が
皇
太
子
に
代
わ
っ
て
そ
れ
に
こ
た
え
た
歌
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

　
対
句
部
分
は
、
と
も
に
、
御
酒
を
醸
造
す
る
際
の
行
動
を
叙
述
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
（
３
）
の
対
句
に
つ
い
て
、
土
橋
寛
氏
『
古
代
歌
謡
全
注

釈
・
古
事
記
編
』
は
、
「
こ
こ
は
酒
を
醸
す
時
に
酒
甕
の
ま
わ
り
で
踊
り
狂
い
、

歌
舞
の
力
を
酒
に
感
染
さ
せ
て
醗
酵
を
助
け
る
こ
と
を
い
う
」
と
す
る
。
ま
た
、

（
４
）
の
対
句
部
分
に
も
、
「
歌
ひ
舞
ひ
」
す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
当
時
、
歌
舞
を
奏
す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。



こ
の
点
に
関
し
て
、
日
本
書
紀
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
伊
奘
再
尊
生
二
火
神
一
時
、
被
し
灼
而
神
退
去
矣
。
故
葬
二
於
紀
伊
国
熊
野
之

　
有
馬
村
・
焉
。
土
俗
祭
二
此
神
之
魂
・
者
、
花
時
亦
以
こ
化
祭
。
又
用
二
鼓
・

　
　
吹
・
幡
旗
へ
歌
舞
而
祭
矣
。
　
　
（
紀
・
神
代
上
・
第
五
段
一
書
第
五
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
霊
魂
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
歌
舞
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
古
事
記
の
天
の
石
屋
戸
の
場
面
で
は
、

　
　
天
宇
受
売
命
、
手
次
繋
二
天
香
山
之
天
之
日
影
・
而
、
為
に
鰻
二
天
之
真
析
・

而
、
手
草
結
二
天
香
山
之
小
竹
葉
・
而
、
於
二
天
之
石
屋
戸
二

二
汗
気
・
而
、

　
　
路
登
抒
呂
許
志
、
為
二
神
懸
・
而
、
掛
二
出
胸
乳
い
裳
緒
忍
二
垂
於
番
登
・
也
。

　
　
（
記
・
上
巻
）

と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
歌
舞
の
具
体
的
叙
述
と
理
解
さ
れ
る
が
、
土

橋
氏
は
こ
の
表
現
を
「
激
烈
な
リ
ズ
ム
の
足
拍
子
の
中
に
実
感
さ
れ
る
歌
舞
の

生
命
力
を
付
け
る
タ
マ
フ
リ
的
性
格
の
も
０
０
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
（
３
）

（
４
）
で
の
歌
舞
の
は
た
ら
き
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
歌
舞
は
儀
礼
的
な

場
に
お
い
て
生
命
力
を
強
め
る
呪
術
的
な
行
為
で
あ
り
、
酒
楽
の
歌
の
対
句
は
。

そ
の
様
子
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
天
の
石
灰
戸
の
記
述
と
、

酒
楽
の
歌
の
対
句
は
、
と
も
に
呪
術
的
行
為
を
具
体
的
に
語
る
と
い
う
意
識
を

背
景
に
も
つ
表
現
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

二
　
呪
的
景
物
と
の
関
わ
り

　
行
動
を
表
す
対
句
の
中
に
は
、
儀
式
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
景
物
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
行
動
の
対
句
と
儀
礼
と
の
結
び
つ
き

を
、
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
允
恭
記
が
伝

え
る
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
密
通
事
件
に
関
す
る
一
連
の
歌
謡
の
中
で
、
最
後

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
二
首
、
い
わ
ゆ
る
「
読
歌
」
（
記
八
九
～
九
〇
）
で
あ
る
。

（
５
）
　
こ
も
り
く
の
　
泊
瀬
の
山
の

　
　
　
　
　
　
大
峰
に
は
　
幡
張
り
立
て

　
　
　
　
　
　
さ
小
峰
に
は
　
幡
張
り
立
て

　
　
　
大
峰
に
し
　
仲
定
め
る
　
田
心
ひ
妻
あ
は
れ
・
：
（
記
八
九
）

　
こ
こ
で
は
、
泊
瀬
の
山
の
高
い
峰
と
低
い
峰
と
に
幡
を
張
り
立
て
る
様
子
が

対
句
で
表
さ
れ
て
い
る
。
『
全
注
釈
』
は
こ
の
対
句
部
分
に
つ
い
て
、
「
幡
は
宮

廷
で
も
、
民
間
で
も
、
い
ろ
い
ろ
の
儀
礼
に
立
て
る
一
種
の
呪
物
。
泊
瀬
の
峰

に
張
り
立
て
る
の
は
、
葬
礼
の
幡
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
柚
。
つ
ま
り
・
、
こ
の

対
句
は
、
儀
礼
に
際
し
て
呪
物
を
準
備
す
る
、
ま
た
は
用
い
る
様
子
を
叙
述
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
６
）
　
こ
も
り
く
の
　
泊
瀬
の
川
の

　
　
　
　
　
　
上
つ
瀬
に
　
斎
代
を
打
ち

　
　
　
　
　
　
下
つ
瀬
に
　
査
（
代
を
打
ち

五



古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

　
斎
代
に
は
　
鏡
を
懸
け

｛

真
代
に
は
　
真
玉
を
懸
け

ら

真
玉
な
す
　
吾
が
思
ふ
妹

鏡
な
す
　
吾
が
思
ふ
妻
・
：
（
記
九
〇
）

　
続
く
（
６
）
歌
の
対
句
は
、
最
終
的
に
心
情
表
現
へ
向
か
う
と
い
う
特
徴
が

あ
仙
が
、
特
に
「
上
つ
瀬
に
斎
代
を
打
ち
」
か
ら
「
真
代
に
は
真
玉
を
懸
け
」

ま
で
は
、
先
は
ど
の
（
５
）
の
対
句
と
ほ
ぼ
同
じ
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
代
や
玉
、
鏡
に
つ
い
て
は
、
『
全
注
釈
』
に
「
斎
代
・
斎
串
は
呪
物

で
、
神
事
に
用
い
る
が
、
川
瀬
に
斎
代
を
立
て
る
の
は
、
お
そ
ら
く
臨
時
ま
た

は
恒
例
の
祓
の
神
事
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
斎
代
と
同
様
に
、
鏡
も
呪
物
と
し

て
用
い
ら
れ
る
。
玉
も
同
じ
。
祓
は
消
極
的
に
邪
霊
を
祓
い
や
る
だ
け
で
な
く
、

積
極
的
に
生
命
力
を
つ
け
る
の
が
目
的
で
、
斎
代
や
鏡
の
呪
物
は
そ
の
た
め
で

あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
玉
や
鏡
が
儀
礼
の
場
で
用
い
ら
れ
る
呪
物
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
記
紀
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
仙
。

　
ま
た
、
日
本
書
紀
の
次
の
歌
謡
の
対
句
も
、
（
５
）
（
６
）
と
同
様
の
あ
り
方

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
い
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
さ
は

（
７
）
　
石
の
上
　
布
留
を
過
ぎ
て
　
薦
枕
　
高
橋
過
ぎ
　
物
多
に
　
大
宅
過
ぎ

　
　
　
　
　
は
る
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
さ
　
ほ

　
　
　
　
　
春
日
の
　
春
日
を
過
ぎ
　
妻
隠
る
　
小
佐
保
を
過
ぎ

　
　
た
ま
け

且

に
は
　
飯
さ
へ
盛
り

に
　
水
さ
へ
盛
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
泣
き
詰
ち
行
く
も
　
影
媛
あ
は
れ
（
紀
九
四
）

　
こ
れ
は
、
日
本
書
紀
の
中
で
、
影
媛
と
い
う
人
物
が
、
の
ち
の
武
烈
天
皇
で

あ
る
太
子
に
夫
を
殺
さ
れ
て
フ
っ
た
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
歌
謡
で
あ
る
。
冒
頭
、

道
行
き
文
の
形
式
で
地
名
を
列
挙
し
た
後
、
対
句
部
分
で
影
媛
の
行
動
を
具
体

的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
玉
笥
の
飯
」
「
玉
益
の
水
」
は
、
と
も
に

「
死
者
へ
の
供
㈲
」
で
あ
る
。
『
全
注
釈
』
が
、
荒
木
田
久
老
の
『
日
本
紀
歌
解

槻
の
落
訃
』
を
引
用
し
て
、
「
骸
を
奈
良
山
に
葬
る
た
め
の
葬
列
に
従
っ
て
行

く
影
媛
の
姿
を
歌
っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の

歌
謡
は
葬
送
歌
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
読
歌
と
同
様
に
、
葬
送
儀
礼
を
背

景
に
、
供
物
と
い
う
呪
的
な
道
具
を
捧
げ
持
つ
様
子
を
列
挙
す
る
に
あ
た
っ
て
、

対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
散
文
に
お
け
る
対
句
的
表
現

　
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
、
記
紀
の
散
文
に
見
ら
れ
る
対
句
的
な
表
現
を
取

り
上
げ
た
い
。

　
冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
ま
で
、
対
句
は
あ
く
ま
で
口
誦
の
レ
ペ
ル
で

の
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
散
文
に
見
ら
れ
る
対

句
的
な
表
現
は
、
対
句
論
の
中
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
確
か
に
、
歌
謡
と
散
文
は
、
基
本
的
に
は
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
両
者
を
一
概
に
同
列
に
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。



だ
が
敢
え
て
今
回
散
文
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
散
文
か
ら
対
句
的
な
表
現
を
拾

っ
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
行
動
を
叙
述
し
た
も
の
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。
日
本
書
紀
の
中
で
、
ア
了
ア
ラ
ス
大
神
が

ス
サ
ノ
オ
命
と
対
峙
す
る
場
面
に
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

（
８
）
　
乃
結
』
茨
為
ぃ
書
、
縛
ぃ
裳
為
し
愕
、
便
以
二
八
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
い
纏
二

　
　
其
偕
・
鬘
及
腕
い
又
背
負
三
千
箭
之
靫
、
与
二
五
百
箭
之
靫
い
腎
著
二
稜
威

之
高
輛
い

二
起
弓
弦
い
急
二
握
剣
柄
い
路
二
堅
庭
・
而
陥
し
股
、
若
二
沫
雪
・

　
以
蹴
散
、
奮
二
稜
威
之
雄
詰
い
発
二
稜
威
之
噴
譲
い
而
兄
詰
問
焉
。
（
紀

　
神
代
上
・
第
六
段
正
文
）

ま
た
古
事
記
の
天
孫
降
臨
の
場
面
で
は
、

（
９
）
　
故
爾
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
二
人
、

・
負
天
之
石
靫
い

一

一佩

頭

　
　
椎
之
大
刀
い
取
二
持
天
之
波
士
弓
い
手
二
挟
天
之
真
鹿
児
矢
い
立
二
御
前
・
而

　
　
仕
奉
。
（
記
・
上
巻
）

と
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
戦
い
に
際
し
て
霊
力
を
有
す
る
武
具
を
装
備
し
、
相

手
を
威
嚇
す
る
様
子
が
、
対
句
的
な
表
現
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
、
剣
や
弓
を
装
備
す
る
と
い
う
内
容
の
対
句
は
、
記
紀
歌
謡
に
は
見
ら

れ
な
い
も
の
の
、
万
葉
集
で
は
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
の
中

の
、

二
（
御
身
に
　
大
刀
取
り
佩
か
し

古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

丁
人
御
手
に
　
弓
取
り
持
た
し
　
（
巻
二
・
一
九
九
）

と
い
う
対
句
を
け
じ
め
と
し
て
、
複
数
の
用
例
が
見
ら
れ
ふ
。
こ
れ
ら
の
例
か

ら
も
、
（
８
）
や
（
９
）
の
表
現
が
、
う
た
の
対
句
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
さ
ら
に
、
呪
的
な
道
具
を
身
に
つ
け
る
、
あ
る

い
は
捧
げ
持
つ
と
い
う
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
歌
謡
の
対
句
と
も
共
通

し
て
い
る
。

　
日
本
書
紀
の
海
幸
・
山
幸
物
語
で
、
兄
が
弟
に
服
従
し
、
「
俳
優
者
」
と
し

て
仕
え
る
こ
と
を
誓
う
場
面
で
は
、
兄
が
「
溺
れ
苦
し
ぶ
状
を
学
ぶ
」
様
子

が
、
対
句
的
表
現
の
連
続
に
よ
っ
て
、
非
常
に
詳
細
に
語
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
初
潮
漬
し
足
時
則
為
二
足
占
い
至
し
膝
時
則
挙
し
足
、
至
し
股
時
則
走
廻
、

　
　
至
ぃ
腰
時
則
椚
』
肢
、
至
ぃ
檀
時
則
置
二
手
於
胸
い
至
ぃ
頚
時
則
挙
し
于
瓢
掌
。

　
　
白
昌
爾
及
ぃ
今
、
曾
無
二
廃
絶
‐
０
（
紀
・
神
代
下
・
第
十
段
一
書
第
四
）

兄
は
隼
人
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
神
で
あ
り
、
（
1
0
）
の
記
述
は
大
嘗
祭
で
演
じ

ら
れ
る
「
隼
人
の
歌
舞
の
様
子
の
描
‰
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
歌
舞
を
表

現
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
先
に
見
た
（
３
）
（
４
）
の
対
句
が
想
起
さ

れ
る
し
、
ま
た
歌
舞
を
演
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
具
体
的
な
身
振
り
・
や
所
作
を
対

句
に
よ
っ
て
詳
述
す
る
と
い
う
点
で
は
、
（
１
）
（
２
）
の
対
句
と
近
い
あ
り
方

を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
散
文
に
お
け
る
対
句
的
な
表
現
と
、
本
稿
で
と
り
あ
げ

て
き
た
よ
う
な
歌
謡
や
和
歌
の
対
句
と
は
、
そ
の
表
現
内
容
が
類
似
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
歌
謡
と
い
う
口
誦
の
表
現
形
式
の
中
で
発
生
し
、
展

開
し
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
対
句
が
、
実
は
、
散
文
に
も
通
じ
る
要
素
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
手
順

の
定
ま
っ
た
所
作
を
叙
述
す
る
と
き
、
ま
た
呪
的
な
道
具
を
奉
る
と
き
に
は
、

対
句
的
な
表
現
を
と
り
や
す
い
と
い
っ
た
傾
向
が
、
散
文
・
韻
文
の
形
式
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
時
の
発
想
、
あ
る
い
は
文
体
の
問
題
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
古
代
歌
謡
に
お
い
て
、
行
動
を
叙
述
す
る
対
句
は
、
そ
の
行
動
そ
の
も
の
を

具
体
的
に
語
る
目
的
で
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
対
句
の
背
景
に
は
、

祭
式
儀
礼
の
場
や
枠
組
み
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
決
ま
っ
た
型
や
、
ま

た
は
一
定
の
手
順
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
順
を
行
動
と
し
て
語
る
こ

と
自
体
が
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
儀
式
の
中
で
は
、
繰
り
返
す
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
場
合
が
あ
る
。
イ

ザ
ナ
キ
ー
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
産
み
神
話
や
、
ア
了
ア
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
う
け
い

の
場
面
な
ど
、
一
定
の
手
順
を
複
数
回
繰
り
返
す
話
は
多
い
。
こ
の
こ
と
も
、

儀
礼
に
お
け
る
行
動
を
語
る
こ
と
と
、
対
句
と
い
う
表
現
方
法
が
結
び
つ
き
や

す
い
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
万
葉
集
に
至
る
と
、
儀
礼
的
な
行
動
を
語
る
対
句
の
用
例
は
、
古
代
歌
謡
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

比
べ
て
明
ら
か
に
少
な
く
な
る
。
し
か
し
、
古
代
歌
謡
の
対
句
に
類
す
る
用
法

が
、
全
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
山
上
憶
良
の
「
男
子
名

を
古
日
と
い
ふ
に
恋
ふ
る
歌
」
で
は
、
神
に
祈
る
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

　
　
・
：
思
は
ぬ
に
　
横
し
ま
風
の
　
に
ふ
ふ
か
に
　
覆
ひ
来
ぬ
れ
ば
　
せ
む
す

　
　
べ
の
　
た
ど
き
を
知
ら
に

　
　
　
　
白
た
へ
の
　
た
す
き
を
掛
け

　
　
　
｛

ま
そ
鏡
　
手
に
取
り
持
ち
て

　
　
　
　
天
つ
神
　
仰
ぎ
乞
ひ
躊
み

　
　
　
｛

国
つ
神
　
伏
し
て
額
つ
き

　
　
か
か
ら
ず
も
　
か
か
り
も
　
神
の
ま
に
ま
に
と
　
立
ち
あ
ざ
り
・
　
我
乞
ひ

　
　
濤
め
ど
・
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
・
九
〇
四
）

息
子
の
病
気
の
平
癒
を
神
に
祈
る
様
子
が
、
行
動
の
対
句
の
連
続
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
特
に
前
の
方
の
二
句
対
（
「
白
た
へ
の
～
／
ま
そ
鏡
～
ビ
は
、
呪
的

な
道
具
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
、
先
に
見
た
古
代
歌
謡
の
対
句
と
類
似
の
用
法

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
坂
上
郎
女
の
「
神
を
祭
る
歌
」
は
、
題
詞
の
通
り
祭
祀
の
様
子
を
う

た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
・
：
奥
山
の
　
さ
か
き
の
枝
に
　
し
ら
か
付
け
　
木
綿
取
り
付
け
て

ら

斎
屁
を
　
斎
ひ
堀
り
据
ゑ

た
か
た
ま

竹
玉
を

し
じ
に
貫
き
垂
れ



　
　
　
　
鹿
じ
も
の
　
膝
折
り
伏
し
て

　
　
　
｛

だ
わ
や
め
の
　
お
す
ひ
取
り
か
け

　
　
か
く
だ
に
も
　
我
は
祈
ひ
な
む
　
君
に
逢
は
し
か
も
（
巻
三
・
三
七
九
）

憶
良
の
例
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
神
に
祈
る
様
子
が
、
二
句
対
の
連
続
で
表
さ

れ
る
。
「
斎
見
」
「
竹
玉
」
「
お
す
ひ
」
は
全
て
祭
祀
に
用
い
る
祭
具
で
あ
に
▽

こ
れ
も
や
は
り
、
歌
謡
と
同
類
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
坂

上
郎
女
は
万
葉
集
に
六
首
も
の
長
歌
を
残
し
て
い
る
が
、
他
の
長
歌
歌
人
と
比

べ
る
と
、
あ
ま
り
対
句
を
使
用
し
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
仙
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
十
九
と
い
う
少
な
い
句
数
の
中
で
、
二
句
対
を
二
つ
連
続
し
て
用

い
て
い
る
こ
の
歌
は
、
そ
の
表
現
傾
向
か
ら
す
る
と
異
様
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
あ
る
い
は
、
「
神
を
祭
る
」
と
い
う
こ
の
歌
の
主
題
と
関
わ
っ
て
、
対

句
が
使
用
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
古
代
歌
謡
の
対
句
は
、
祭
式
儀
礼
の
場
に
お
け
る
具
体
的
な
行
為
を
表
現
す

る
方
法
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
後
期
万
葉
の
こ
れ
ら
の
歌
も
ま
た
、

対
句
が
、
詠
わ
れ
た
場
と
そ
の
表
現
内
容
と
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注①
　
大
畑
幸
恵
「
〈
対
句
〉
論
序
説
－
記
紀
歌
謡
及
び
初
期
万
葉
長
歌
の
〈
対
句
〉
－
」

　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
五
五
巻
四
号
、
▽
几
七
八
年
四
月
）

古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

②
　
注
①
に
同
じ

③
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
代
歌
謡
の
対
句
と
は
「
歌
い
手
の
心
情
が
昂
揚
し
た
と

　
き
に
現
わ
れ
る
形
式
」
で
あ
り
、
「
歌
い
手
の
、
何
か
の
事
物
や
誰
か
に
対
し
て
抱

　
く
心
情
を
強
調
す
る
形
式
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
さ
れ
、
強
調
と
い
う
機
能
の
内
実

　
に
さ
ら
な
る
具
体
性
を
示
さ
れ
た
神
野
富
一
氏
の
論
（
「
古
代
歌
謡
の
対
句
－
そ
の

　
本
質
－
」
、
『
甲
南
女
子
大
学
紀
要
創
立
二
十
周
年
記
念
』
、
▽
几
八
五
年
三
月
）
も

　
あ
る
。

①
　
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
・
第
二
巻
』
（
平
凡
社
、
▽
几
七
六
年
四
月
）

⑤
　
益
田
勝
実
『
記
紀
歌
謡
』
（
筑
摩
書
房
、
▽
几
七
二
年
五
月
）

⑥
　
近
年
で
は
居
駒
永
幸
氏
「
八
千
矛
神
の
『
神
語
』
と
散
文
」
（
『
古
代
の
歌
と
叙
事

　
文
芸
史
』
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
、
二
神
語
〉
の
歌
の
実
体
は
、
新

　
嘗
（
大
嘗
）
会
の
饗
宴
の
場
に
お
い
て
、
語
部
が
問
答
形
式
で
う
た
っ
た
芸
謡
で
あ

　
り
、
そ
れ
は
ま
た
身
ぶ
り
や
所
作
を
と
も
な
う
芸
能
（
演
劇
で
は
な
く
）
で
も
あ
っ

　
た
と
い
う
推
定
に
、
お
よ
そ
落
ち
着
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
同
様
の
見
解

　
が
見
ら
れ
る
。

⑦
　
日
本
書
紀
三
二
圭
二
三
歌
は
こ
れ
と
重
出
関
係
に
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
紀
三
三
は

此
の
御
酒
を
　
醸
み
け
む
人
は
　
そ
の
鼓
　
臼
に
立
て
て
　
歌
ひ
っ
つ
　
醸
み

　
　
　
け
め
か
も
　
こ
の
御
酒
の
　
あ
や
に
甚
楽
し
　
さ
さ
（
紀
三
三
）

　
　
と
な
っ
て
お
り
、
傍
線
部
が
記
四
〇
の
よ
う
に
対
句
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

⑧
　
古
事
記
上
巻
に
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
死
後
、
そ
の
葬
儀
の
記
述
と
し
て
、

　
　
　
於
是
、
在
し
大
、
天
若
日
子
之
父
天
津
国
玉
神
及
其
妻
子
、
聞
而
、
降
来
、
哭

　
　
　
悲
、
乃
於
二
其
処
・
作
二
喪
屋
・
而
、
河
脇
為
二
岐
佐
理
持
い
鷺
為
・
掃
持
い
翠
鳥

　
　
　
為
二
御
食
人
い
雀
為
二
碓
女
い
雄
為
二
哭
女
い
如
此
行
定
而
、
日
八
日
夜
八
夜
以
、

　
　
遊
也
。
（
記
・
上
巻
）

と
あ
る
。
傍
線
部
「
遊
也
」
は
、
「
歌
舞
音
曲
を
奏
す
る
こ
と
」
（
山
口
佳
紀
他
校
注

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
古
事
記
』
、
小
学
館
、
▽
几
九
七
年
六
月
）
で
あ
り
、

九



古
代
歌
謡
の
対
句
と
祭
式
儀
礼

　
こ
れ
も
ま
た
葬
儀
に
お
い
て
歌
舞
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
例
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
　
土
橋
寛
「
採
物
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
（
『
古
代
巷
談
と
儀
礼
の
研
究
』
、
岩
波
書

　
店
、
▽
几
六
五
年
十
二
月
）

⑩
　
な
お
、
歌
舞
の
項
で
引
用
し
た
日
本
書
紀
の
イ
ザ
ナ
ミ
命
を
祭
る
記
事
の
中
に
も
、

　
「
又
用
二
鼓
・
吹
・
幡
旗
い
歌
舞
而
祭
矣
」
と
あ
り
、
鎮
魂
の
儀
式
に
幡
が
用
い
ら
れ

　
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

⑥
　
拙
稿
「
古
代
歌
謡
に
お
け
る
連
対
の
用
法
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
第
六
三
号
、
二

　
〇
〇
五
年
十
二
月
）

⑩
　
古
事
記
上
巻
の
天
の
石
屋
戸
の
場
面
に
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

天
香
山
之
五
百
津
真
賢
木
矣
、
根
許
士
爾
許
士
而
、
於
二
上
枝
・
取
二
著
八
尺
勾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
八
〇
九
・
高
橋
虫
麻
呂
）
、
「
剣
大
刀
腰
に
取
り
佩
き
／
梓
弓
靫
取
り
負
ひ
て
」
（
巻

　
三
・
四
七
八
・
大
伴
家
持
）
な
ど
。

⑩
　
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
日
本
書
紀
上
』
（
岩
波
書
店
、
▽
几

　
六
七
年
三
月
）

　
　
な
お
、
隼
人
の
歌
舞
に
つ
い
て
、
居
駒
氏
は
、
「
天
皇
の
即
位
礼
と
い
う
宮
廷
の

　
も
っ
と
も
重
要
な
儀
式
に
お
い
て
、
隼
人
が
吠
声
と
歌
舞
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
の
は
、

　
そ
れ
が
王
権
の
権
威
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、

　
そ
こ
に
は
「
天
皇
へ
の
服
属
と
い
う
政
治
的
支
配
を
儀
礼
的
に
演
出
す
る
と
い
う
意

　
味
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
（
「
神
話
・
物
語
と
し
て
の
風
俗
歌
舞
」
、
『
古
代
の

　
歌
と
叙
事
文
芸
史
』
、
注
⑥
参
照
）

⑤
　
例
え
ば
、
「
斎
屁
…
神
事
に
用
い
る
甕
の
よ
う
な
大
き
い
土
器
。
竹
玉
…
細
竹
を

　
輪
切
り
に
し
て
緒
に
貫
い
た
祭
具
。
た
わ
や
女
の
襲
…
『
襲
』
は
祭
祀
用
の
浄
衣

　
か
」
（
青
木
生
子
他
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
万
葉
集
二
、
新
潮
社
、
▽
几
七

　
六
年
十
一
月
』
と
あ
る
。

⑨
　
岡
部
政
裕
氏
は
、
万
葉
集
の
長
歌
歌
人
に
対
し
て
、
「
対
句
の
有
無
」
「
対
句
の
種

　
類
」
「
対
句
の
使
用
量
」
の
三
つ
の
視
点
か
ら
、
数
量
的
な
考
察
を
行
わ
れ
た
。
そ

　
の
結
果
、
坂
上
郎
女
と
笠
金
村
は
「
対
句
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
見
て
最
下
位
」
で
あ

　
る
と
の
結
論
を
示
さ
れ
て
い
る
。
（
「
万
葉
長
歌
の
対
句
－
数
量
的
考
察
を
中
心
に
し

　
て
ー
」
、
『
万
葉
長
歌
考
説
』
、
風
間
書
房
、
▽
几
七
〇
年
十
一
月
）

　
本
文
中
の
古
代
歌
謡
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
に

万
葉
集
と
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に

そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。
な
お
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

　
　
　
白
丹
寸
手
・
青
丹
寸
手
・
而
、
此
種
々
物
者
、
布
刀
玉
命
、
布
刀
御
幣
登
取
持

　
　
　
而
…
（
記
・
上
巻
）

　
　
同
様
に
、
日
本
書
紀
に
お
け
る
景
行
天
皇
の
熊
襲
征
討
の
記
事
で
は
、
神
磯
夏
媛

　
が
天
皇
に
服
従
を
誓
う
際
に
、

　
　
　
則
抜
二
磯
津
山
之
賢
木
い
以
上
枝
桂
二
八
握
剣
い
中
枝
桂
二
八
腿
鏡
い
下
枝
桂
二
八

　
　
　
尺
瓊
い
亦
素
幡
樹
二
于
船
舶
い
参
向
而
啓
之
曰
・
：
（
紀
・
景
行
十
二
年
九
月
）

　
　
と
の
記
述
が
あ
る
。

⑩
　
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
（
東
京
堂
出
版
、
▽
几
七
三
年
九
月
）

⑩
「
さ
て
此
の
飯
と
水
と
を
持
ち
て
女
の
葬
送
に
随
行
は
古
へ
の
礼
な
り
け
ん
、
今

　
も
吾
郷
の
葬
儀
に
柩
の
先
に
包
持
と
て
衣
服
の
類
を
物
に
包
み
て
持
ち
次
に
水
持
と

　
て
土
語
に
水
を
盛
り
て
持
ち
次
に
侶
子
と
て
木
を
曲
げ
た
る
器
に
飯
を
入
れ
て
持
だ

　
り
、
皆
女
の
役
と
せ
り
、
是
大
古
の
遺
風
な
る
べ
し
・
：
」
（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌

　
謡
集
成
・
第
一
巻
・
上
古
編
』
所
収
、
東
京
堂
出
版
、
▽
几
六
〇
年
八
月
）

⑤
「
剣
大
刀
腰
に
取
り
佩
き
／
さ
つ
弓
を
手
握
り
持
ち
て
」
（
巻
五
・
八
○
四
・
山
上

　
憶
良
）
、
「
焼
き
大
刀
の
手
か
み
押
し
ね
り
／
白
真
弓
靫
取
り
負
ひ
て
」
（
巻
九
∴

坊

之

五

百

津

之

御

須

麻

流

之

玉

一ゝ

於

一
一中

枝

一
取

－
一繋

八

尺

鏡

-ゝ

於

一
一下

枝

一

取

一
一垂
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