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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
ウ
タ
と
カ
タ
リ
―
比
較
歌
謡
研
究
の
現
場
か
ら

同
音
と
い
う
指
標

―
中
世
芸
能
の
ウ
タ
イ
と
コ
ト
バ
―

藤 

田
　
隆 

則
　

一
、
は
じ
め
に

　

本
学
会
で
は
、
言
語
テ
キ
ス
ト
の
文
学
的
な
「
内
容
」
や
詩
型
な
ど
の

「
形
式
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
う
た
と
か
た
り
の
ち
が
い
に
つ
い
て
考
え

ら
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
は
、
文
学
の
内
容
や
形
式

の
専
門
家
で
は
な
く
、
能
の
演
出
、
し
か
も
音
の
側
面
に
光
を
あ
て
る
と

い
う
、
あ
ま
り
仲
間
が
い
な
い
研
究
領
域
が
専
門
で
す
。
博
士
論
文
で
は
、

能
の
テ
キ
ス
ト
の
部
分
部
分
が
「
同
音
」
で
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
現
象
に

光
を
あ
て
ま
し
た
。「
同
音
」
と
は
、
日
本
の
宗
教
音
楽
に
見
ら
れ
る
一

般
用
語
で
、
同
じ
声
（unison

）
で
う
た
い
唱
え
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
部

分
の
こ
と
で
す
。
能
で
は
、
同
音
の
部
分
は
た
い
て
い
、
打
楽
器
の
拍
子

に
あ
わ
せ
て
歌
う
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
八
拍
子
の
部
分
で
す
。

　

私
の
疑
問
は
、
能
と
い
う
一
時
間
近
く
の
演
劇
（
原
稿
用
紙
五
―
八
枚

程
度
の
分
量
の
テ
ク
ス
ト
）
の
中
に
、
な
ぜ
、
演
劇
な
の
に
同
音
で
歌
わ

れ
る
部
分
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
役
割
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
今
日
は
、
そ
の
同
音
に
着
目
し
、
ま
た
先
学
の
研
究
を
参
考
に
し
つ

つ
、
ウ
タ
イ
つ
ま
り
う
た
う
こ
と
（
う
た
わ
れ
る
部
分
）
と
コ
ト
バ
（
あ

る
い
は
、
旋
律
や
韻
律
を
つ
け
な
い
で
言
う
部
分
）
と
の
区
別
に
つ
い
て
、

私
な
り
の
考
え
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
勉
強
・
苦
痛
・
退
屈

　

私
は
長
い
間
、
能
を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
ふ
つ
う
の
鑑
賞
者

と
し
て
、
能
に
退
屈
を
感
じ
、
鑑
賞
を
苦
痛
に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

き
っ
と
多
く
の
方
が
共
感
し
て
く
だ
さ
る
は
ず
で
す
。
私
は
最
初
、
知
ら

な
い
外
国
語
を
聞
か
さ
れ
る
よ
う
に
「
わ
か
ら
な
い
か
ら
退
屈
を
感
じ
る
」

の
だ
ろ
う
と
考
え
、
が
ん
ば
っ
て
勉
強
し
ま
し
た
。
場
面
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
、
一
瞬
一
瞬
の
時
間
を
意
味
の
説
明
で
塗
り
込
め
、
細
か
く
鑑
賞
し
メ

モ
を
と
り
ま
す
。
す
る
と
、
た
し
か
に
一
瞬
一
瞬
、
そ
れ
な
り
の
充
実
感

が
生
ま
れ
退
屈
し
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
苦
痛
が
残
る

の
で
す
。
膨
大
な
全
体
を
虫
眼
鏡
で
み
て
い
る
よ
う
な
疲
労
感
で
す
。
そ

し
て
退
屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
思
い
ま
し
た
。
退
屈
に
は
、
勉
強
の
し
す
ぎ
に
由
来
す
る
退

屈
も
あ
る
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
多
く
の
方
の
共
感
が
え
ら
れ
る
感
覚
と
思

わ
れ
ま
す
。

三
、
過
同
調
を
さ
け
る
装
置

　

最
近
に
な
っ
て
、
そ
れ
は
、「
過
同
調
」（
精
神
的
な
病
理
の
ひ
と
つ
）
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の
一
例
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
が
ん
ば
っ
て
同
調
し
す
ぎ
、
疲

れ
て
苦
し
く
な
り
眠
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

過
同
調
を
さ
け
る
た
め
に
は
「
時
間
の
流
れ
に
の
る
適
切
な
リ
ズ
ム
」

が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
図
に
し
め
す
よ
う
に
、
集
中
（
起
き
る
こ
と
）

と
気
を
そ
ら
す
こ
と
（
寝
る
）
の
交
替
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
こ
れ
は
自

分
自
身
が
、
学
校
で
授
業
を
し
な
が
ら
、
教
訓
と
し
て
ま
な
ん
で
、
実
践

を
心
が
け
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
「
集
中
」
と
「
集
中
」
の
間
の
と
こ
ろ
の
、「
寝
る
、
気
を
そ
ら
す
」
と

い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
家
に
帰
り
た
く
な
る
よ
う
な
、
完
全
釈
放
の
時
間

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
も
う
い
ち
ど
集
中
へ
と
か
え
っ
て
く
る
解
放
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
す
る
か
と
い
え
ば
、

集
中
し
た
あ
と
、
た
と
え
ば
つ
づ
く
五
分
間
は
、
寝
て
い
て
も
大
丈
夫
と

い
う
感
覚
、
つ
ま
り
、
五
分
後
に
自
分
が
い
る
場
所
が
（
ど
こ
か
別
の
場

所
で
も
、
そ
の
ま
ま
の
同
じ
場
所
で
も
）、
あ
ら
か
じ
め
告
知
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
大
丈
夫
な
の
で
す
。
ト
イ
レ
に
い
っ
て
も
大
丈
夫
、「
粗
筋
を

見
失
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
に
も
学
校
の
授
業
だ
け
で
は
な
く
、
長
大
な
テ

キ
ス
ト
を
も
っ
た
語
り
物
で
も
同
じ
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

「
ね
る
／
お
き
る
」
の
交
替
を
組
織
し
て
い
る
代
表
が
、
う
た
う
、
か
た

る
と
い
う
発
声
モ
ー
ド
の
ち
が
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
み
な
が
知
る

と
お
り
で
す
（
仏
典
な
ど
は
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
）。

四
、
能
の
中
の
う
た
わ
れ
る
部
分
の
増
大

　

で
は
こ
こ
で
、
能
と
い
う
演
劇
の
構
成
の
な
か
の
「
う
た
（
ウ
タ
イ
）」

に
つ
い
て
、
概
略
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
能
は
、
も
と
も
と
は
狂

言
の
よ
う
な
せ
り
ふ
の
や
り
と
り
中
心
の
演
劇
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

だ
か
ら
、
同
音
で
唱
え
ら
れ
る
部
分
、
つ
ま
り
打
楽
器
の
拍
子
に
あ
っ
た

部
分
は
、
分
量
的
に
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
終
結
さ
せ
る

た
め
の
、
ご
く
小
さ
な
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
の
部
分
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
、
能
が
大
成
し
て
い
く
時
代
、
能
は
、
歌
舞
音

曲
的
な
構
成
を
中
心
的
骨
格
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
変
化
は
、
次
の
よ
う
に
お
こ
り
ま
す
。
観
阿
弥
の
時
代
に
、
流

行
の
曲
舞
な
ど
の
芸
能
が
存
在
し
ま
し
た
（
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
よ
う
な

新
し
い
現
象
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
）。
そ
れ
を
も
の
ま
ね
の
対
象
と
し
て
、

自
分
た
ち
の
劇
団
の
演
目
と
し
て
、
導
入
す
る
必
要
が
う
ま
れ
て
く
る
。

そ
の
と
き
（
お
そ
ら
く
観
阿
弥
の
工
夫
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
）
能
と

い
う
演
劇
の
中
に
、
主
人
公
と
し
て
「
音
楽
家
」（
た
と
え
ば
、
白
拍
子

（
寝
る
、
気
を
そ
ら
す
）

○

○

○

○

寝
る

　
　寝
る

　
　寝
る

　
　寝
る

←

←

←

←

起
き
る

　起き
る

　起
き
る

　起
き
る

（
き
っ
ち
り
、
し
め
る
）

（
ぶ
ら
ぶ
ら
、
て
き
と
ー
）

（
あ
る
い
は
、
集
中
す
る
）
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や
曲
舞
、
放
下
な
ど
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
の
で
す
。

　

劇
の
主
人
公
に
音
楽
家
を
た
て
る
と
、
何
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
と
、

全
編
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
と
い
う
演
出
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
主
人
公
が
歌

手
だ
と
、
主
人
公
が
う
た
い
な
が
ら
登
場
し
て
も
、
う
た
い
な
が
ら
作
業

し
て
も
、
歌
の
モ
ー
ド
で
と
な
り
の
人
と
か
け
あ
い
を
し
て
も
、
不
自
然

で
は
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
演
劇
が
う
け
て
く
る
と
、
も

と
も
と
一
曲
の
中
で
は
、
ご
く
小
さ
な
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
の
役
割
し
か
も
っ

て
い
な
か
っ
た
ウ
タ
イ
が
、
長
大
な
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
構
成
す
る
部

品
と
し
て
、
能
の
中
の
主
要
部
分
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

現
在
、
能
と
い
え
ば
、
世
阿
弥
の
作
品
に
代
表
さ
れ
る
、
歌
舞
を
中
心

と
す
る
構
成
の
も
の
が
一
般
的
で
す
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
が
、
登
場
す

る
場
面
、
昔
の
物
語
を
す
る
場
面
、
な
ど
と
、
ひ
と
つ
ず
つ
ま
と
ま
っ
た

場
面
（
あ
る
い
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
が
、
五
つ
程
度
重
ね
ら
れ
て
一
曲
が
成

り
立
つ
構
成
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
場
面
は
、
音
楽
的
な
き
ま
っ
た
展

開
を
も
っ
て
い
ま
す
。
大
雑
把
に
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
典
型
と
し
ま

す
（
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
幸
若
舞
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い

ま
す
）。

五
、
長
大
な
ウ
タ
イ
の
同
音
化

　

能
の
場
合
、
単
独
の
場
面
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
は
、
た
と
え
長
大
で
も
、

設
定
と
し
て
は
、
主
人
公
の
単
独
の
台
詞
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
よ
う
な
も
の
）

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
（
野
上
豊
一
郎
の
い
う
「
能

の
シ
テ
一
人
主
義
」、
横
道
萬
里
雄
の
い
う
「
一
焦
点
法
」）。
ひ
と
つ
の

場
面
全
体
を
と
お
し
て
、
主
人
公
が
独
唱
す
る
の
が
、
劇
の
整
合
性
と
い

う
点
に
お
い
て
も
、
あ
る
べ
き
す
が
た
と
世
阿
弥
は
考
え
ま
し
た
。
世
阿

弥
が
つ
く
っ
た
作
品
は
例
外
な
く
、
長
大
な
ウ
タ
イ
の
お
お
く
が
、
独
唱

さ
れ
る
べ
き
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
と
し
て
、
作
品
の
中
に
お
か
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
世
阿
弥
の
生
き
た
時
代
、
も
と
も
と
独
唱
で
う
た
わ

れ
て
い
た
は
ず
の
場
面
が
、
だ
ん
だ
ん
、
ユ
ニ
ゾ
ン
で
歌
わ
れ
る
よ
う
に

変
化
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
自
身
も
苦
言
を
呈

し
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
し
た
歌
い
手
な
ら
ば
、
舞
台
に
登
場
す
る
一
連

の
場
面
ぐ
ら
い
、
き
ち
ん
と
独
唱
（
ソ
ロ
）
で
う
た
え
と
い
う
苦
言
で
す
。

　

た
と
え
ば
〈
敦
盛
〉
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
前
場
の
主
人

公
は
、
須
磨
の
草
刈
り
の
男
で
す
（
青
葉
の
笛
で
有
名
な
）。
そ
の
男
が

四
人
も
ぞ
ろ
ぞ
ろ
で
て
く
る
の
が
現
在
の
当
た
り
前
の
演
出
で
す
が
、
粗

筋
上
で
本
当
に
必
要
な
の
は
、
一
人
だ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
登
場
の
歌
は
、

ソ
ロ
で
歌
え
ば
よ
い
の
で
す
。
他
は
ど
う
で
も
い
い
エ
キ
ス
ト
ラ
で
す
。

い
わ
ゆ
る
ツ
レ
（
連
れ
）
と
い
う
役
割
で
す
が
、
劇
的
な
必
然
性
は
そ
も

コ
ト
バ—
—

—
 

フ
シ—

—
—

 

ウ
タ
イ—

—
—

あ
る
い
は
会
話 

独
唱（
朗
唱
的
） 

拍
子
に
あ
う　

鼓
の
伴
奏
あ
り
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そ
も
な
い
（
割
り
当
て
ら
れ
る
特
定
の
台
詞
も
役
割
も
な
い
）
が
、
現
在

は
、
作
品
の
雰
囲
気
づ
く
り
に
一
枚
か
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
［
藤

田　

一
九
九
五
］。

六
、
同
音
の
肥
大
化

　

ツ
レ
（
連
れ
）
が
同
音
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
室
町
時
代
の
末

か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
役
者
と
し
て
扮
装
し
て
い
な
い
人
ま
で
、
舞

台
の
端
っ
こ
で
一
緒
に
う
た
う
こ
と
が
、
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。
劇
の
役

で
は
な
い
が
、
後
見
と
し
て
一
緒
に
声
を
合
わ
せ
る
役
割
（
後
世
の
「
地

謡
」）
が
、
定
着
し
た
の
で
す
。
一
人
の
人
物
し
か
舞
台
の
上
に
登
場
し

て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
嘆
き
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
よ
う
な
歌
を
う
た
う
部
分
で

あ
っ
て
も
、
後
見
役
（
地
謡
）
が
ユ
ニ
ゾ
ン
で
う
た
う
の
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
、
定
着
し
ま
す
。

　

肥
大
化
す
る
の
は
、
人
数
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
場
所
も
、
で
す
。

作
品
の
前
半
部
分
に
は
独
唱
の
箇
所
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

箇
所
で
も
、
ユ
ニ
ゾ
ン
で
う
た
わ
れ
る
の
が
当
た
り
前
に
な
る
と
い
う
変

化
が
、
室
町
時
代
を
通
じ
て
お
こ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
現
在
で
い
う
地
謡
と
い
う
役
割

（
い
わ
ゆ
る
コ
ー
ラ
ス
担
当
の
専
門
役
者
グ
ル
ー
プ
）
が
、
必
要
不
可
欠

な
役
と
し
て
定
着
、
制
度
化
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た

重
大
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
本
来
は
そ
の
部
分
を
歌
い
通
す

は
ず
の
主
役
の
歌
い
手
が
、
そ
の
部
分
を
ま
っ
た
く
歌
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
主
役
を
、
秀
吉
な
ど
の
よ
う
な
ド
素
人
が
演

じ
る
、
能
の
い
わ
ば
カ
ラ
オ
ケ
機
構
の
組
織
化
と
も
関
係
あ
る
の
で
す
が
、

と
に
か
く
、
主
役
に
必
要
と
さ
れ
る
暗
記
量
は
小
さ
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
ウ
タ
イ
を
一
緒
に
う
た
わ
な
く
な
っ
た
主
人
公
が
何
を
す
る
よ

う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
立
っ
た
姿
や
舞
踊
的
所
作
の
ほ
う
に
集
中
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
主
役
は
い
わ
ば
人
形
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま

現
在
に
い
た
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
人
形
化
す
る
と
、
主
役
は
見
ら
れ
る
対
象
と
な
る
わ
け

で
す
。「
図
」
と
「
地
」
に
わ
け
る
言
い
方
を
採
用
す
る
と
「
図
」
に
あ

た
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
、
後
見
と
し
て
ユ
ニ
ゾ
ン
を
歌
う
人
た

ち
は
「
同
音
」
の
歌
い
手
の
代
わ
り
に
、「
地
」
の
歌
い
手
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
能
の
「
地
謡
」
は
、
も
と
も
と
主
役
が
う

た
っ
て
い
た
の
に
、
主
役
が
一
緒
に
う
た
わ
な
く
な
っ
た
あ
と
の
残
り
の

人
々
に
対
す
る
名
称
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
は
、（
と
い
う
か
、
世

阿
弥
の
叫
び
を
繰
り
返
す
な
ら
）、
そ
の
部
分
は
す
べ
て
、
そ
の
場
の
主

役
の
独
唱
に
還
元
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

七
、
同
音
と
参
加
形
態

　

同
音
の
あ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
同
音（
ユ

ニ
ゾ
ン
）
が
な
り
た
つ
最
初
の
基
盤
は
、能
に
お
け
る
狭
い
意
味
で
の
「
ウ

タ
イ
」
つ
ま
り
「
拍
節
（
拍
子
）
が
共
有
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
で
す
。
今

で
は
、
声
を
長
々
と
の
ば
し
て
う
た
う
（
詠
唱
す
る
）
部
分
も
、
地
謡
が
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グ
ル
ー
プ
で
、
つ
ま
り
、
同
音
で
う
た
う
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、

も
と
を
た
ど
る
と
、
か
な
ら
ず
人
物
の
独
唱
で
す
。

　

だ
か
ら
、
同
音
は
、
も
と
も
と
は
拍
子
が
合
っ
て
い
る
と
い
う
リ
ズ
ム

形
式
の
特
徴
か
ら
生
ま
れ
る
派
生
物
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
ま
す
が
、
と

き
に
、
そ
こ
を
こ
え
て
、
歌
わ
れ
る
言
語
の
読
み
方
を
方
向
付
け
る
作
用

を
も
つ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

先
に
し
め
し
た
、「
コ
ト
バ
、
フ
シ
、
ウ
タ
イ
」
と
い
う
流
れ
で
は
、

主
役
と
し
て
登
場
し
た
人
物
が
ソ
ロ
で
発
声
し
て
い
る
コ
ト
バ
を
、
舞
台

上
の
脇
役
な
ど
が
、
最
初
は
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ

の
う
ち
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
む
か
っ
て
、
聞
き
手
は
聞
き
手
で
あ
る
こ

と
を
や
め
（
あ
る
い
は
聞
き
手
で
あ
る
と
同
時
に
）、
主
人
公
に
声
を
合

わ
せ
て
同
音
す
る
と
い
う
参
加
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当

た
り
前
で
す
が
、
同
音
は
、
周
囲
の
人
の
参
加
の
形
態
を
変
え
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。

八
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
同
音

　

と
こ
ろ
で
、
歌
う
と
い
う
こ
と
が
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
で
あ
る
こ
と
を
本

質
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
歌
は
、
目
の
前
に

聞
き
手
を
も
た
ず
、
遠
隔
伝
達
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
考
え
は
、
永
池
健
二
、
川
田
順
造
両
氏
の
論
考
に
詳
し
い
で
す
が
、

私
も
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
ま
す
。
お
り
に
ふ
れ
て
、
歌
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、「
今
こ
こ
」
の
反
応
を
求
め
な
い
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
り
、
通
常
の
今
こ
こ
で
伝
わ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
性
質
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
ま
す
［
藤
田　

二
〇
〇
八
］。

　

能
の
流
れ
の
中
で
、
主
人
公
の
コ
ト
バ
の
聞
き
手
は
、
同
音
の
部
分
で

は
、
純
粋
な
聞
き
手
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
脇
役
も
観
客
も
み
ん
な
そ
う

で
す
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
聞
き
手
は
同
音
に
お
い
て
一
緒
に
歌
う
こ
と

に
よ
っ
て
何
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
の
発
し
手
（
主
人

公
）
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
耳
を
傾
け

る
か
わ
り
に
、
な
ぞ
る
と
い
う
か
た
ち
の
理
解
の
モ
ー
ド
を
選
択
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

　

人
物
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
本
来
、
拍
子
（
リ
ズ
ム
）
と
い
う
条
件
さ
え

整
え
ば
、
同
音
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
い
た
る
ま

で
に
十
分
な
集
中
（
最
初
の
図
参
照
）
に
よ
っ
て
、
場
面
が
共
有
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
必
要
な
条
件
で
す
。
同
音
の
箇
所
は
、
相

互
の
了
解
と
確
認
を
基
盤
と
す
る
よ
う
な
言
語
の
や
り
と
り
と
は
ま
っ
た

く
こ
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
逆
に
、
言
語
的
や
り
と
り
の
終
了
、
不
能
、

先
送
り
等
を
示
し
て
い
る
場
所
で
す
。

九
、
歌
う
行
為
の
指
標
と
し
て
の
同
音

　

歌
が
歌
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
し
て
、
藤
井
貞
和
氏
は
「
歌
う
歌
、
語

ら
ぬ
語
り
」［
藤
井　

一
九
九
〇
］
と
い
う
論
考
の
中
で
、
一
、
題
名
の

存
在
、
二
、
装
飾
音
韻
の
存
在
、
三
、
繰
り
返
し
の
存
在
、
四
、
特
定
の
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場
面
、
な
ど
を
あ
げ
ま
す
。

　

四
の
特
定
場
面
と
い
う
の
は
、
歌
に
よ
る
か
け
あ
い
と
い
う
、
言
語
的

な
や
り
と
り
に
類
す
る
場
面
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
同
音
を
指
標

と
し
た
、
私
自
身
の
歌
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
歌
の
生
ま
れ
る
基
盤
に
お

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
歌
の
生
ま
れ
る
も
っ
と
も
重
要
な
場
面
は
、
む

し
ろ
「
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
終
わ
る
、
中
断
さ
れ
る
こ
と
」

と
考
え
ま
す
。
聞
き
手
は
同
音
で
答
え
る
し
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
場

面
で
す
。

十
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
同
音
化
し
な
い

　

モ
ノ
ロ
ー
グ
と
同
音
と
い
う
事
か
ら
、
補
足
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

語
り
物
芸
能
に
平
家
や
義
太
夫
が
あ
り
ま
す
が
、
同
音
と
い
う
演
出
を
含

み
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
言
語
は
、
一
貫
し
て
、
三
人
称
的
な
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
言
語
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
語
り
手
は
、
一
人
が
ふ
さ
わ
し
い
。
同
音
化
し
な

い
の
で
す
。

　

で
は
、
同
じ
よ
う
に
三
人
称
的
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
事
件
を
描
写
し
て

い
く
幸
若
舞
は
ど
う
か
。
三
人
の
同
音
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
私

と
し
て
は
す
こ
し
苦
し
い
事
例
で
す
。
し
か
し
、
能
や
仏
教
儀
礼
と
ち

が
っ
て
決
し
て
三
人
以
上
に
は
増
大
し
な
い
の
で
す
。
そ
の
あ
た
り
に
、

人
称
に
由
来
す
る
制
限
が
か
か
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
弁
明

し
て
お
き
ま
す
。
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