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資
料
折
口
信
夫
． 

短
歌
の
話

女
子
英
學
熟
講
義

〔
凡
例
〕

•
本
資
料
は
、
国
文
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迅
空
）
が
昭
和
三
年
度
に
女

子
英
學
塾
（
現
津
83塾
大
学
）
で
行
っ
た
講
義
の
翻
刻
で
あ
る
。

・
資
料
の
解
題
は
、
本
学
兼
任
講
師
の
伊
藤
高
雄
氏
が
園
學
院
大
學
栃
木

短
期
大
学
國
文
學
会
の
『
野
州
國
文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五

年
一二
月
）
に

「小
池
元
男
ノ
ー
ト
ー
折
口
信
夫
・
郷
士
研
究
会
ほ
か

講
義
ノ
ー
ト
ー
」
、
及
び

『國
學
院
雑
誌
」
第

一―

四
巻
第
十
号
（
平

成
二
十
五
年
十
月
）
に
「
折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義
そ
の
他
ー
ー
し

小
池
元
男
•
石
上
順
ノ
ー
ト
ー
」
と
し
て
報
告
し
て
い
る
の
で
、
そ

ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

•
本
紀
要
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
そ
の
小
池
元
男
ノ
ー
ト
の
ノ
ー
ト
番
号

59
で
、
表
題
は
な
い
が
、
女
子
英
學
塾
（
現
津
田
塾
大
学
）
に
て
行
わ

れ
た
「
短
歌
の
話
」
と
題
さ
れ
た
二
日
間
に
わ
た
る
講
義
で
あ
る
（
小

池
ノ
ー
ト
の
一
一四
頁
冒
頭
「
寛
の
雑
誌
が
出
て
、
世
の
中
に
」
の
枠
外

に
「
二
日
目
」
と
あ
る
）
。
ノ
ー
ト
の
裏
表
紙
に
は
「
國
學
院
大
學

展
文
學
科
昭
和
三
年
度
小
池
元
男
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
本
講
義
の
講
ぜ
ら
れ
た
年
を
昭
和
三
年
と
判
断
し
た
。

昭
和
三
年

•
ノ
ー
ト
は
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
の
ペ
ン

書
き
で
あ
る
。

・
表
記
は
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
常
用
漠
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と

し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
正
字
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
翻

刻
の
整
理
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
え
て
、
省
略
字
体
や
文
中
・

文
末
表
現
を
若
干
整
え
た
場
合
が
あ
る
。
（
例
）
奈
↓
奈
良
朝
、
平
↓

平
安
朝
、

K
↓
宮
廷
な
ど
。
空
欄
や
翻
字
不
可
能
の
箇
所
は
コ
と
し
た
。

•
本
翻
刻
に
際
し
て
は
、
加
藤
が
翻
刻
を
行
い
、
展
學
院
大
學
一
年
生
の

池
田
智
子
と
伊
藤
氏
と
で
読
合
せ
を
し
た
後
、
加
藤
が
整
理
し
た
。

於
女
子
英
學
塾

短
歌
の
起
り
を
話
し
た
。

和
歌
の
古
い
形
の
も
の
、
中
、

一
等
新
し
い
も
の
の
出
来
た
原
因
は
、
民

謡
と
同
じ
も
の
が
次
第
に
文
学
の
形
に
な
っ
て
来
た
。
奈
良
朝
の
盛
時
、

漠
文
学
も
や
り
、
日
本
文
学
も
知
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
が
沢
山
出
て
、
短
歌

を
純
粋
の
文
学
ら
し
い
も
の
と
し
た
。
平
安
朝
に
行
っ
て
、
文
学
が
遊
戯

短
歌
の
話

加

藤

歌

子

編
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と
し
て
短
歌
の
形
を
専
ら
と
り
人
れ
た
。
そ
れ
で
平
安
朝
以
後
、
歌
謡
か

ら
離
れ
て
来
た
。

短
歌
の
中
に
歌
謡
の
形
の
も
の
が
残
っ
て
ゐ
る
。
古
く
よ
り
宮
寺
の
中
に

短
歌
の
形
の
ま
、
残
っ
て
ゐ
た
。

面
白
く
な
く
な
る
と
、
文
旬
を
変
化
さ
せ
る
。
宮
寺
の
声
楽
の
中
に
は
、

短
歌
の
形
の
も
の
が
存
外
長
く
続
く
。
世
間
全
体
に
短
歌
は
、
歌
謡
で
な

く
な
り
、
民
謡
と
し
て
の
生
命
を
失
っ
た
。
そ
の
期
間
が
長
く
続
い
て
明

治
ま
で
や
つ
て
来
た
。

今
日
の
話
は
、
短
歌
の
起
元
よ
り
…
…
。

ど
う
も
話
を
落
ち
着
き
は
ら
っ
て
し
過
ぎ
て
了
っ
た
。
人
間
の
落
ち
着
き

自
慢
は
い
け
な
い
。

明
治
の
短
歌
に
入
ら
ず
に
了
つ
て
は
、
気
の
毒
で
も
あ
り
、
残
念
で
も
あ

る
か
ら
、
明
治
の
短
歌
を
や
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
上
に
の
ぼ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
昔
の
事
を
少
し
云
は
な
い
と
エ
合
が
悪
い
。
活
動
を
逆

さ
に
巻
い
て
見
た
い
。

想
像
で
は
出
来
る
が
実
際
に
や
ら
ね
ば
わ
か
ら
ぬ
。
個
々
の
事
実
を

一
々

す
る
事
は
出
米
ぬ
。

万
薬
集
と
古
今
集
を
今
日
話
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
の
歌
集
の
中

一
番
大

事
で
も
あ
り
、
歴
史
的
に
有
名
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。

奈
良
朝
よ
り
奈
良
朝
前
ま
で
、
奈
良
、
藤
原
、
大
津
、
飛
鳥
、
こ
れ
だ
け

の
都
の
問
に
生
き
て
ゐ
た
人
が
、
ま
づ
中
心
で
あ
る
。
だ
が
本
当
は
誰
が

作
っ
た
か
不
明
。
そ
れ
以
前
の
歌
は
、
あ
て
に
な
ら
ぬ
。
万
葉
集
が
あ
り
、

平
安
朝
に
百
年
目
に
古
今
集
が
出
来
た
。
こ
の
二
つ
が
、

H
本
の
歌
の
中

で
一
番
際
立
つ
て
変
つ
た
二
つ
で
、
対
称
的
に
何
時
で
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
の
み
で
な
く
、
文
学
と
し
て
の
値
打
ち
が
ど
れ
だ
け
違
ふ
か
と
云
は

れ
、
今
、
万
葉
集
の
方
が
良
く
て
、
古
今
集
が
つ
ま
ら
ぬ
事
と
な
っ
て
ゐ

る
。
学
問
と
し
て
は
ど
ん
な
も
の
も
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
概
括
し
て
つ
ま

ら
ぬ
も
の
で
で
も
、
中
に
い
:
も
の
も
あ
り
、
素
質
の
い
:
も
の
も
あ
る
。

古
今
集
は
、
文
学
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た
一
番
は
じ
め
の
も
の
で
あ
る
。

万
葉
集
は
、
遊
戯
的
の
態
度
が
ま
じ
つ
て
ゐ
る
。
で
な
い
も
の
は
、
無
意

識
に
作
っ
て
ゐ
る
。
文
学
を
何
た
る
と
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
も
の
が
あ
る
。

文
学
的
の
も
の
を
作
ら
う
と
し
て
、
良
い
も
の
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
不

明
で
あ
る
。
親
孝
行
を
し
た
く
て
不
孝
に
な
る
人
が
あ
る
。
意
識
に
と
ら

は
れ
て
や
っ
て
ゐ
る
事
は
、
無
意
味
に
な
る
。
持
つ
て
生
ま
れ
た
も
の
が

大
切
で
、
う
ま
く
な
ら
な
い
や
う
に
と
思
う
て
し
て
も
う
ま
く
な
る
も
の

が
あ
る
。
文
学
は
、
情
熱
が
大
切
。
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
は
窓
を
開
け

て
来
ぬ
。

古
今
集
は
、
大
事
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
勅
撰
集
の
は
じ
め
の
も
の
と

な
っ
て
ゐ
る
。
勅
撰
集
の
最
初
の
も
の
故
に
大
事
な
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
、

そ
の
為
に
立
派
な
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
、
古
今
集
の
編
纂
者
は
名
誉
を
博

し
て
信
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
あ
て
に
な
ら
ぬ
。
官
撰
文
学
は
ろ
く
な
も

の
が
出
来
な
い
。
学
問
の
他
は
、
お
上
の
力
を
借
り
れ
ば
い
、
事
も
あ
る

が
、
文
学
で
は
作
者
自
身
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

万
葉
集
と
古
今
集
が
後
に
影
響
を
与
へ
た
。
平
安
朝
百
年
に
万
葉
風
の
歌

が
古
く
さ
く
皆
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
で
新
し
い
作
物
を
作
ら
ね
ば
生
き
甲
斐

が
な
い
。
作
っ
て
ゐ
て
作
り
甲
斐
な
い
気
持
に
な
っ
て
、
古
今
の
作
者
は

い
ろ
ん
な
事
を
し
た
。
今
H
無
理
す
れ
ば
行
き
づ
ま
れ
ば
、
新
し
い
試
み

を
す
れ
ば
い
、
。
絵
の
展
覧
会
等
わ
か
ら
ん
で
見
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
風
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に
理
論
、
主
義
等
云
ふ
も
の
で
自
分
等
の
態
度
を
明
示
せ
ん
と
す
る
が
、

そ
れ
ば
か
り
で
い
、
文
学
は
出
来
ぬ
。
新
し
い
刺
激
許
り
で
い
、
文
学
は

出
来
ぬ。

小
説
戯
曲
が
第

一
だ
が
理
論
主
義
の
み
で
作
物
と
し
て
は
本
当
の
も
の
が

出
て
ゐ
な
い
。
今
の
時
代
は
し
か
た
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
見
て
感
心
し
て

ゐ
る
外
な
い
。
そ
れ
は
い
け
ぬ
事
で
、
多
少
批
判
の
力
を
持
た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
若
い
心
で
す
べ
て
を
非
□
し
て
ゐ
て
は
だ
め
で
あ
る
。
観
賞
力
を
養

な
は
ね
ば
い
く
ら

D
で
も
だ
め
。

古
今
集
が
良
く
な
り
、
平
安
朝
二
百
年
で
、
万
葉
集
は
読
め
な
く
な
っ
た
。

万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
る
故
に
訓
み
が
下
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

平
安
朝
二
百
年
に
万
葉
集
に
訓
み
方
を
つ
け
る
試
み
を
し
た
。
古
今
集
ば

か
り
で
、
そ
の
あ
と
を
追
ひ
、
歌
が
固
定
し
て
来
た
。
そ
の
固
定
を
破
る

為
に
工
夫
し
た
。
工
夫
す
る
人
は
倅
い
。

正
月
の
お
歌
会
で
よ
う
あ
ん
な
下
手
な
歌
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
日

本
人
の
文
学
は
進
ん
で
ゐ
る
が
あ
ん
な
も
の
で
は
だ
め
、
歌
人
が
本
を
読

ま
ぬ
為
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
古
今
位
し
か
読
ま
ぬ
為
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
風
に
世
間
は
つ
ま
ら
ぬ
。
今
の
歌
風
|
|
＇
大
歌
所
風
の
歌
、
旧

派
の
歌
、
悪
意
を
示
す
ほ
ど
の
存
在
で
も
な
い
。

一
種
の
お
祭
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ
ん
な
も
の
が
出
る
。
昔
の
人
は
そ
ん
な
で
な
い
工
夫
し
た
が
、

平
凡
人
で
は
小
細
工
に
過
ぎ
な
い
。
平
安
朝
三
百
年
あ
ま
り
過
ぎ
去
つ
て
、

も
少
し
、
と
い
ふ
間
に
次
第
に
万
葉
集
が
読
ま
れ
て
来
た
。
百
、
二
百
、

次
の
百
年
頃
、
万
葉
集
の
研
究
の
結
果
が
歌
に
出
て
古
今
集
の
歌
と
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
に
作
る
事
と
な
っ
た
。
中
に
は
藤
原
基
俊
の
如
き
は
、
万
業
風
の

歌
を
作
る
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
自
分
は
万
葉
風
だ
と
い
ば
つ
て
ゐ
る
が
、
万

業
風
で
も
何
で
も
な
い
。
当
時
の
人
は
さ
う
だ
と
思
ふ
て
ゐ
る
。
そ
の
外

志
の
あ
る
人
は
、
ぽ
ち
／
＼
読
ん
で
ゐ
た
。
平
安
朝
末
に
勢
力
を
得
て
来

て
、
鎌
倉
時
代
に
わ
れ
／
＼
が
思
は
ぬ
ほ
ど
、
万
葉
歌
人
が
出
て
来
た
。

そ
れ
が
残
ら
な
か
っ
た
。
書
物
が
な
か
っ
た
ら
、
な
い
事
に
な
れ
ば
、
安

心
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
に
は
沢
山
万
葉
ぶ
り
の
歌
を
作
っ
た
人
は
考
へ
ら
れ
る
が
皆
滅

び
て
了
っ
た
。
た
ゞ
一
人
実
朝
が
残
っ
て
ゐ
る
。
本
当
を
云
へ
ば
、
陰
に

沢
山
先
生
が
ゐ
る
。
実
朝
は
、
で
く
か
も
し
れ
ぬ
。
ひ
よ
っ
と
本
当
に
作

っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
実
朝
は
存
外
つ
ま
ら
ぬ
生
涯
の
人
の
様
だ
が
、
歌
が

残
っ
て
ゐ
る
の
で
偉
さ
う
に
見
え
る
。

実
朝
の
歌
を
通
し
て
見
る
と
、
あ
の
時
分
に
万
葉
風
の
歌
が
盛
ん
に
な
っ

た
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
僧
の
階
級
か
ら
万
葉
風
が
出
た
。
平
安
朝

か
ら
も
仏
さ
ん
は
違
っ
た
歌
を
作
っ
て
ゐ
た
。
古
く
か
ら
日
本
で
は
宮
廷

を
中
心
と
し
た
社
会
に
対
し
て
、
も

―つ
大
き
な
社
会
が
あ
っ
た
が
、
政

事
上
の
権
力
で
は
な
い
。
二
つ
、
世
の
中
を
分
け
る
と
、
宮
廷
に
対
し
て

寺
の
生
活
が
あ
っ
て
、
自
由
な
社
会
的
に
特
殊
の
対
遇
を
受
け
て
ゐ
る
。

自
由
な
生
活
が
許
し
て
あ
っ
た
。
寺
の
生
活
は
、
わ
れ
／
＼
が
考
へ
ら
れ

な
い
ほ
ど
高
い
位
置
を
占
め
、
ど
う
か
す
る
と
学
問
・
文
学
で
は
、
宮
廷

は
脅
か
さ
れ
、
教
育
さ
れ
て
ゐ
た
。

僧
の
社
会
で
は
昔
よ
り
自
由
な
歌
を
作
っ
て
ゐ
る
。
僧
も
平
安
朝
よ
り
沢

山
歌
を
作
っ
て
ゐ
る
。
少
し
優
れ
た
僧
は
、
皆
違
っ
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の

名
高
い
僧
は
貴
族
と
接
近
し
て
ゐ
る
故
に
、
形
だ
け
は
融
合
し
て
来
て
、

よ
く
似
た
歌
を
作
る
。
西
行
も
よ
く
似
た
歌
を
作
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
を

叩
く
と
貴
族
の
出
来
ぬ
も
の
が
あ
る
。
宗
教
的
信
念
の
堅
い
仏
教
の
歌
が
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あ
り
、
ご
く
自
由
で
、
殺
風
景
で
、
乱
暴
で
あ
る
。
栂
尾
の
明
恵
上
人
の
、

山
寺
も
法
師
く
さ
く
は
ゐ
た
か
ら
す
心
き
よ
く
は
く
そ
ふ
く
な
り
と

宮
廷
歌
人
の
上
で
こ
れ
ほ
ど
俗
ぽ
い
歌
で
あ
る
。
心
さ
へ
さ
つ
ば
り
し
て

ゐ
れ
ば
、
便
所
に
ゐ
て
も
良
い
と
云
ふ
歌
で
あ
る
。
歌
は
良
く
な
い
け
れ
ど

も
生
き
て
動
い
て
ゐ
る
も
の
が
立
派
で
あ
る
。
技
巧
が
文
学
と
す
る
に
は

足
り
な
い
だ
け
。
も
一
っ
心
が
燃
え
て
く
れ
ば
立
派
な
歌
と
な
っ
た
わ
け
。

実
朝
の
歌
を
通
し
て
見
る
と
、
僧
の
歌
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
実
朝
の

顧
問
の
僻
、
隠
者
が
大
分
ゐ
る
様
で
あ
る
。
か
く
し
て
来
る
中
に
、
次
第

に
万
業
集
の
味
が
わ
か
つ
て
来
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
何
か
へ
ん
て
こ
な
も

の
だ
程
度
に
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
南
北
朝
の
初
め
頃
に
な

る
と
、
は
つ
き
り
と
形
を
表
し
て
来
た
。

わ
れ
／
＼
は
南
北
朝
に
対
し
て
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
が
、
楠
•
新
田
等
が

生
命
を
か
け
て
戦
っ
た
と
な
る
と
、
南
朝
が
正
し
い
と
思
は
ず
に
は
ゐ
ら

れ
な
い
が
、
正
し
て
行
け
ば
両
方
に
問
題
が
あ
る
。
天
子
間
に
は
問
題
が

な
く
宮
廷
を
盛
り
立
て
ヽ
ゐ
る
連
中
の
問
題
だ
け
で
あ
る
。

南
朝
は
文
学
の
上
で
は
劣
つ
て
ゐ
る
。
わ
れ
等
の
心
で
お
さ
ま
ら
ぬ
事
で

あ
る
。
南
朝
の
歌
集
の
新
葉
和
歌
集
、
宗
良
親
王
が
撰
ば
れ
た
こ
の
歌
集

は
、
面
白
く
て
、
や
か
ま
し
く
云
は
れ
る
。
こ
の
歌
集
よ
り
悲
痛
な
南
朝

の
歴
史
を
忘
れ
て
読
む
と
、
面
白
味
が
減
つ
て
く
る
。
場
合
／
＼
で
今
ま

で
の
見
方
の
誤
り
を
正
し
た
い
か
ら
寄
り
道
を
す
る
。

日
本
の
歌
で
は
、
作
者
の
境
地
そ
の
他
を
問
題
に
せ
い
で
も
良
い
と
云
ふ

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
見
な
い
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
短
い
諒
形
で
あ

る
か
ら
し
て
、

H
本
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
形
に
制
限
が
あ
る
。
文
学
者
の

作
物
を
作
る
境
遇
を
頭
に
入
れ
る
事
は
、
理
屈
の
上
か
ら
云
つ
て
成
立
せ

ぬ
事
で
な
い
。
普
通
の
文
学
で
も
作
者
の
生
活
・
性
格
を
知
ら
ね
ば
何
に

も
な
ら
ぬ
。

今
ま
で
の
日
本
の
歌
の
批
評
は
、
人
に
よ
つ
て
の
み
し
て
ゐ
る
。
優
れ
た

人
は
い
つ
で
も
良
い
も
の
を
作
っ
た
と
思
ふ
て
ゐ
る
。
こ
の
見
方
が
あ
ま

り
や
か
ま
し
か
っ
た
の
で
、
文
学
は
作
品
の
み
で
考
へ
よ
と
云
ひ
出
し
、

歌
の
場
合
で
は
こ
と
に
ひ
ど
い
。
し
か
し
歌
の
場
合
、
作
者
の
境
遇
を
知

る
事
が
大
切
で
あ
る
。

新
葉
集
も
、
そ
れ
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
と
ら
は
れ
や
す
い
事
情
故
に
、

実
物
の
値
打
ち
以
上
に
評
価
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

北
朝
に
も
つ
ま
ら
ぬ
も
の
が
沢
山
あ
る
。
歌
詠
み
が
い
け
な
い
。
皇
室
の

血
統
が
分
れ
る
と
、
そ
こ
へ
皆
つ
い
て
行
く
。
歌
詠
み
等
は
生
活
態
度
が

悪
い
の
で
く
つ
、
い
て
行
く
。
家
筋
／
＼
‘
に
、
歌
人
の
家
筋
が
つ
い
て
ゐ

る
。
平
安
朝
で
は
、
天
子
の
家
々
の
他
に
怨
霊
が
つ
い
て
ゐ
た
。
鎌
倉
に

な
る
と
、
そ
れ
が
薄
ら
い
で
来
た
が
、
歌
の
怨
霊
が
つ
い
た
。
こ
ん
な
連

中
が
南
朝
の
歌
を
ま
づ
く
し
た
。
後
、
北
朝
に
寝
返
り
し
た
。
前
か
ら
っ

い
て
ゐ
る
も
の
と
新
し
く
南
朝
か
ら
戻
っ
た
者
と
争
ひ
が
あ
る
。
世
の
中

は
後
よ
り
見
て
つ
ま
ら
ぬ
も
の
が
流
行
す
る
。
世
間
の
良
し
悪
し
を
受
け

入
れ
る
人
は
程
度
が
知
れ
て
ゐ
る
。
世
の
中
で
も
て
は
や
さ
れ
て
ゐ
る
事

が
い
、
事
で
な
い
。
あ
ま
り
い
ヽ
、
変
っ
た
も
の
が
出
る
と
、
異
端
者
説

と
さ
れ
る
。
ま
だ
南
北
朝
の
名
前
の
つ
か
ぬ
頃
よ
り
、
万
葉
風
の
本
当
の

歌
が
出
て
来
た
。
古
今
ぶ
り
と
万
葉
風
と
調
和
し
た
日
本
の
歌
と
し
て
本

質
的
に
の
び
つ
く
し
た
も
の
が
出
た
。
二
十
一
代
集
。
そ
の
中
の
至
葉
・

風
雅
、
こ
の
二
つ
が
飛
び
抜
け
て
変
つ
て
ゐ
る
。
優
れ
た
歌
集
で
あ
る
。

今
だ
に
こ
の
二
つ
は
い
、
と
思
は
ぬ
人
が
多
い
。
や
っ
と
少
し
ば
か
り
気
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の
つ
い
た
人
が
出
て
来
た
。
二
、
一
云
一
年
前
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
。
皆
が

不
勉
強
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
わ
れ
／
＼
の
生
活
に
近
い

も
の
、
驚
か
す
も
の
は
い
け
な
い
の
だ
と
思
う
て
、
世
の
中
が
受
け
つ
け

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
世
間
か
ら
騒
が
れ
、
世
人
が
や
か
ま
し
く

云
ひ
、
世
人
が
浚
言
し
て
、
島
流
し
に
な
っ
た
為
で
あ
る
。
藤
原
為
兼
で

あ
る
。
二
度
流
さ
れ
た
。
日
野
阿
新
丸
の
父
親
日
野
中
納
言
資
朝
は
、
為

兼
が
流
さ
れ
る
後
ろ
姿
を
見
て
、
う
ら
や
ま
し
が
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
話
が

徒
然
草
に
あ
り

（「
あ
な
う
ら
や
ま
し
。
世
に
あ
ら
ん
思
ひ
出
、
か
く
こ
そ

あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。」
）
、
そ
の
資
朝
は
佐
渡
で
死
な
れ
て
ゐ
る
。
当
時
の

変
っ
た
人
に
尊
敬
さ
れ
た
人
で
、
歌
が
優
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
人
の
門
下
に

優
れ
た
人
が
出
た
。
至
葉
・
風
雅
を
見
る
と
、

一
番
よ
く
わ
れ
／
＼
＇
に
近

い
、
万
葉
集
で
は
舌
ざ
は
り
が
悪
く
、
古
今
は
低
劣
で
あ
る
。
玉
葉
・
風

雅
の
流
を
ひ
ら
い
た
の
は
、
為
兼
。
世
人
は
一
部
の
み
歓
迎
し
、
為
兼
が

だ
め
で
あ
っ
た
為
に
だ
め
に
な
つ
て
了
っ
た
。
民
間
に
優
れ
た
人
が
あ
れ

ば
良
か
っ
た
が
、
皇
族
に
う
ま
い
人
が
出
た
き
り
故
に
、
い
く
ら
良
く
て

も
よ
い
影
響
が
な
か
っ
た
。

ぃ
:
事
に
昔
は
、
歌
を
作
る
人
は
歌
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
敵
派
の
歌
も

読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
読
め
ば
影
神
を
受
け
る
。
不
愉
快
だ
と
思
ふ
と
自
然

影
響
を
受
け
る
。
ま
し
て
敵
で
な
く
て
、
た
ゞ
の
歌
詠
み
な
ら
ば
、
い
ろ

／
＼
な
歌
を
読
む
の
で
影
響
を
受
け
る
。

後
の
歌
人
は
、
玉
葉
・
風
雅
の
歌
は
外
道
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
た
。
伝
説
的

の
信
頼
が
続
い
て
来
て
、
学
者
が
勉
強
し
な
い
の
で
、
玉
薬
・
風
雅
が
埋

も
れ
て
了
つ
て
ゐ
た
。
玉
葉

・
風
雅
に
良
い
芽
を
出
し
て
来
た
。
万
葉
集

の
種
が
、

H
本
の
歌
の
上
で
い
、
肥
料
を
得
て
育
つ
て
来
た
。
そ
の
後
の

室
町
以
後
の
歌
と
云
ふ
も
の
は
、
非
常
に
う
ま
い
人
が
出
ね
ば
な
ら
ぬ
の

に
、
出
な
い
の
は
、
歌
は
学
問
と
な
っ
て
了
つ
て
、
文
学
を
作
る
の
は
、

学
問
と
同
じ
く
な
る
。
学
校
の
作
文
と
同
じ
く
な
つ
て
了
っ
た
。
学
校
の

文
学
は
、
閻
魔
帳
に
附
属
し
て
ゐ
た
。
広
い
文
学
は
そ
ん
な
も
の
で
な
い
。

そ
ん
な
風
で
は
、
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
歌
が
学
問
だ
、
歌
を
上
手
に

作
る
事
は
学
問
に
達
す
る
事
だ
っ
た
。
明
治
の
始
め
ま
で
は
、
そ
れ
で
あ

っ
た
。
御
歌
所
辺
で
は
、
ま
だ
そ
れ
で
あ
る
。
歌
が
下
手
だ
か
ら
学
者
で

な
い
。
自
分
自
身
で
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
、
歌
が
文
学
で
も
学
問
で
も

な
い
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
室
町
頃
に
は
立
派
な
歌
も
出
来
な
が
ら
、

学
問

と
文
学
と

一
緒
に
な
っ
た
為
に
創
作
の
動
き
を
潰
し
て
了
っ
た
。
学
者
は

別
で
あ
る
。
文
学
者
は、

学
問
は
要
る
。
永
続
に
尽
き
な
い
泉
を
蓄
へ
て

お
く
為
に
。
文
学
者
の
為
に
、
文
学
的
情
熱
の
外
に
学
問
は
泉
を
枯
れ
さ

せ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
大
し
た
も
の
で
な
い
。

変
て
こ
な
時
代
故
、
歌
が
下
手
に
な
っ
た
。
学
問
だ
／
＼
と
云
ふ
て
ゐ
る

中
に
歌
が
固
定
し
、
学
問
を
固
定
し
て
両
方
潰
れ
た
。
そ
れ
が
、
宝
町
よ

り
江
戸
の
始
め
ま
で
の
様
子
で
あ
る
。

日
本
文
学
で
は
、

学
問
と
歌
と
の
関
係
が
あ
る
。
出
発
点
が
歌
よ
り
出
て

ゐ
る
故
に
、
歌
が
わ
か
ら
ね
ば
日
本
文
学
は
わ
か
ら
ず
、
文
学
を
作
る
の

に
も
差
し
支
へ
が
出
来
て
く
る
。

江
戸
に
な
る
と
学
問
が
変
つ
て
来
て
、
本
当
の
文
学
と
な
る
。
学
問
も
研

究
態
度
を
改
め
て
来
た
。
江
戸
百
年
頃
よ
り
、
い
、
学
問
を
し
て
来
、
今

ま
で
の
学
問
と
悪
い
事
と
和
学
と
く
つ
、
い
て
ゐ
る
。
和
歌
が
固
定
し
て

ゐ
る
事
が
わ
か

つ
て
、
そ
れ

K
＼
自
由
な
歌
を
作
る
。

和
学
者
は
平
安
も
読
み
、
万
葉
集
も
読
み
、
今
ま
で
の
歌
で
は
い
か
ん
と
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て
、
だ
ん
／
＼
万
葉
ぶ
り
の
歌
が
詠
ま
れ
て
来
た
。
和
学
者
は
、
初
め
副

業
で
あ
る
俳
諧
を
作
る
人
、
連
歌
師
又
は
ご
く
暇
な
僧
等
が
や
っ
て
ゐ
た
。

次
第
に
進
ん
で
来
る
と
、
専
門
に
古
書
を
読
む
人
が
出
来
て
来
て
、
当
然

自
分
等
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
ま
で
の
人
は
、
よ
り
ど

こ
ろ
は
連
歌
・
俳
諧
等
に
あ
っ
た
。
後
出
の
も
の
は
国
文
学
に
よ
り
ど
こ

ろ
を
求
め
て
、
文
学
と
古
代
の
精
神
、

H
本
の
道
徳
と
文
学
と
結
び
つ
け
た
。

か
う
な
る
と
又
い
け
な
い
。

し
き
し
ま
の
大
和
心
を
ひ
と
、
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花

宣
長
は
玉
鉾
百
首
等
作
っ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
歌
に
は
、
古
代
よ
り
の
道
徳

生
活
の
精
神
が
宿
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
か
う
な
る
と
教
訓
し
て
ば

か
り
に
な
る
。
世
人
に
模
範
を
示
さ
う
と
思
ふ
て
生
き
て
ゐ
る
人
は
な
い
。

も
つ
と
自
由
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
そ
の
人
が
優
れ
て
ゐ
る
と
、
そ
の

人
の
歌
が
世
人
の
為
に
残
る
だ
け
で
あ
る
。
い
こ
歌
と
、
道
徳
を
意
識
し

て
作
っ
た
歌
に
、
い
こ
歌
は
な
い
。
道
歌
に
限
つ
て
下
手
で
あ
る
。
僧
、

又
は
、
道
話
を
作
る
人
々
の
作
っ
た
も
の
が
沢
山
あ
る
。

雪
や
氷
を
へ
だ
つ
れ
ど
落
れ
ば
同
じ
谷
川
の
水

お
と
し
咄
、
落
語
家
の
云
ふ
の
に
適
し
て
ゐ
る
。
強
い
梢
神
で
、
自
分
等

が
心
の
底
で
は
つ
き
り
意
識
し
て
ゐ
な
い
が
、
自
分
は
国
文
学
の
為
に
生

き
て
ゐ
る
の
だ
、
国
文
学
の
上
で
何
か
為
に
な
る
事
を
し
て
ゐ
る
の
だ
と

考
へ
て
ゐ
る
の
で
、
自
然
い
、
歌
が
出
来
て
く
る
。

宜
長
は
偉
い
人
で
あ
る
が
、
わ
か
つ
て
ゐ
す
ぎ
て
文
学
に
は
向
か
な
い
。

下
手
だ
が
、
上
手
に
見
え
る
。

古
体
•
新
体
を
使
ひ
分
け
て
ゐ
る
が
、
ト

手
で
な
い
。

旧
派
•
新
派
如
き
の
歌
も
出
来
る
。
歌
を
お
も
ち
ゃ
に
し
て

ゐ
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
わ
か
ら
ん
人
の
方
が
良
い
。
宜
長
の
没
後
の
門

人
、
伝
統
は
何
か
強
い
も
の
を
貰
つ
て
来
た
つ
も
り
で
ゐ
る
篤
胤
。

人
は
よ
し
唐
に
つ
く
と
も
わ
が
杖
は
大
和
島
根
に
立
て
ん
と
ぞ
お
も

ふ

こ
の
歌
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
情
熱
は
非
常
な
も
の
で
あ
る
。
純
粋
の
文
学

と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
本
気
に
な
っ
て
作
る
と
良
い
歌
が
出

来
て
ゐ
る
の
に
、
歌
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
態
度
の
学
者
を
国

学
者
と
い
ふ
。

―
つ
の
理
想
を
持
つ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
国
学
者
の
歌

は
万
薬
集
、
古
今
集
、
そ
の
他
い
ろ
ん
な
歌
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
そ

の
中
で
著
し
い
の
は
、
万
葉
集
の
色
彩
が
濃
く
な
り
、
中
に
は
純
粋
の
万

葉
へ
行
く
人
が
あ
る
。
概
し
て
昔
の
人
は
万
葉
の
み
に
固
ま
る
と
、
何
も

知
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
事
を
嫌
つ
て
、
い
ろ
ん
な
歌
を
作
っ
た
。
国
学
者
と

し
て
末
流
の
人
が
、
本
当
の
万
葉
の
歌
を
作
っ
て
ゐ
る
。
相
当
な
地
位
の

人
は
万
葉
を
ち
ゃ
ん
ぼ
ん
し
て
ゐ
る
。
古
義
の
作
者
は
、
万
葉
の
み
一
心

に
や
っ
た
筈
の
人
で
あ
る
が
、
万
葉
仮
名
で
作
っ
て
ゐ
る
。
歌
の
精
神
は
、

古
今
と
万
葉
を
合
せ
た
饒
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
国
学
者
と
し
て
比
較
的

古
い
位
置
に
ゐ
る
。
昔
の
師
弟
関
係
は
、

一
度
逢
ふ
て
も
よ
い
。

賀
茂
真
淵
は
純
粋
の
万
葉
ぶ
り
の
歌
人
と
は
云
へ
ぬ
が
、
大
体
万
葉
風
の

歌
を
作
り
、
自
分
は
万
業
の
歌
と
思
ふ
て
ゐ
た
が
、
性
格
が
弱
い
た
め
に

語
は
万
葉
風
だ
が
、
精
神
は
近
代
生
活
と
し
て
は
価
値
の
な
い
も
の
が
入

つ
て
ゐ
る
。

H
本
の
歌
は
形
の
み
で
い
、
事
が
あ
る
。
何
に
も
な
い
歌
が
沢
山
あ
る
。

ま
が
ね
ふ
く
き
び
の
中
山
帯
に
せ
る
細
谷
川
の
音
の
さ
や
け
さ

何
に
も
な
い
が
、
描
写
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
一
寸
だ
が
、
そ
こ
ま
で
行
く

中
に
気
分
が
整
理
せ
ら
れ
て
整
ふ
て
ゐ
る
。
病
的
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
ま
で
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だ
が
、
い
こ
欲
で
あ
る
。
語
に
つ
い
て
の
直
感
が
あ
れ
ば
わ
か
る
。

も
つ
と
ひ
ど
い
の
は
、

ま
す
ら
を
の
さ
つ
矢
た
ば
さ
み
立
ち
向
ひ
射
る
円
方
は
見
る
に
さ
や

十
ノ
し

、．

「
射
る
」
ま
で
が
序
歌
で
あ
る
。
枕
詞
の
長
く
育
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本

文
は
、
「
見
る
に
さ
や
け
し
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
よ
く
な
い
序
と

本
歌
と
融
合
し
て
ゐ
な
い
故
に
。

さ
う
い
ふ
歌
が
沢
山
あ
る
が
そ
の
歌
の
ま
ね
し
た
の
は
揖
取
魚
彦
の
歌
に
、

妹
が
着
る
難
波
菅
笠
水
烏
の
か
づ
き
て
ゆ
か
な
難
波
菅
笠

大
阪
の
東
の
深
江
に
菅
笠
が
出
た
。
魚
彦
は
下
総
の
人
で
あ
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
知
ら
ぬ
と
思
ふ
。
「
難
波
菅
笠
」
に
面
白
味
を
感
じ
て
歌
ふ
た
の

で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
内
容
が
な
い
。
一
寸
色
彩
を
つ
け
て
恋
愛
趣
味
を
効

か
せ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
簡
単
で
あ
る
。

真
淵
の
歌
は
万
葉
か
ら
の
み
を
学
び
、
歌
に
出
て
来
る
生
活
と
云
ふ
も
の

は
、
ご
く
ゆ
る
い
近
代
的
の
生
活
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
淵
の
門
下
が
さ

う
い
ふ
歌
を
作
る
。
江
戸
つ
子
の
門
下
が
多
か
っ
た
。
気
が
効
い
て
ゐ
る

の
で
、
ハ
イ
カ
ラ
を
や
っ
て
、
余
分
お
か
し
い
。
そ
の
人
々
は
、
又
本
当

の
万
葉
風
の
歌
を
笑
っ
て
ゐ
る
。

真
淵
の
弟
子
が
地
方
へ
散
つ
て
ゐ
る
。
正
統
を
信
じ
つ
ヽ
°

秋
成
は
文
章
の
う
ま
い
だ
け
の
小
説
を
作
っ
て
ゐ
る
が
、
歌
も
然
り
。
大

阪
の
人
で
京
へ
移
つ
て
長
く
住
ん
だ
人
だ
が
、
万
葉
の
形
骸
の
み
を
学
ぶ
。

香
具
山
の
尾
上
に
立
ち
て
見
渡
せ
ば
大
和
国
原
早
苗
取
る
な
り

万
葉
風
ら
し
い
が
、
非
常
に
ゆ
る
い
。
見
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
万
葉
の

ど
ん
な
ゆ
る
ん
だ
歌
で
も
こ
ん
な
ゆ
る
ん
だ
も
の
は
な
い
。
気
持
が
ゆ
る

ん
で
ゐ
る
。
も
っ
と
急
所
を
つ
か
ん
で
ゐ
な
い
の
で
。
そ
の
位
の
話
に
し

て
お
く
。

国
学
者
が
本
当
に
万
葉
風
の
歌
を
作
っ
た
の
は
少
な
い
。
万
葉
の
み
を
作

ら
う
と
思
ひ
つ
ヽ
、
万
葉
の
み
を
作
れ
な
か
っ
た
。
新
し
く
国
学
者
に
対

し
て
対
抗
す
る
歌
が
出
る
と
一
度
に
い
き
り
立
つ
。

香
川
景
樹
が
出
る
と
1

勢
力
家
で
あ
り
、
政
略
家
で
あ
る
。
俗
つ
ぽ
い

歌
を
作
っ
て
、
人
に
も
て
は
や
さ
れ
、
堂
上
家
に
と
り
入
り
、
京
に
や
か

ま
し
く
云
は
れ
た
の
で
、
地
方
人
は
こ
れ
が

一
番
良
い
と
思
ふ
た
。

江
戸
末
に
な
る
と
、
歌
に
飽
い
て
、
変
っ
た
も
の
が
出
れ
ば
よ
い
と
思
ふ

て
ゐ
る
時
に
変
な
も
の
が
も
て
は
や
さ
れ
た
。
香
川
が
勢
力
を
得
た
の
は
、

こ
の
実
像
も
あ
る
。
珍
し
い
と
云
ふ
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
京
の
評
判
が

地
方
へ
散
つ
て
非
常
な
勢
ひ
で
広
ま
っ
た
の
で
、
真
淵
の
門
下
は
、
お
さ

ま
ら
ず
香
川
の
論
難
を
反
駁
し
て
ゐ
る
。
香
川
は
し
か
も
宣
長
と
仲
が
悪

い
。
と
思
ふ
と
秋
成
は
、
宣
長
を
憎
み
、
香
川
と
仲
が
い
、
。

人
の
つ
き
あ
い
の
気
分
は
又
別
な
も
の
。
万
葉
ぶ
り
の
世
の
中
が
ひ
弱
な

が
ら
江
戸
に
出
て
来
た
の
に
、
香
川
が
出
て
古
今
風
に
返
っ
た
。
古
今
の

歌
は
、
詞
に
つ
い
て
特
別
の
智
識
が
な
く
て
も
、
十
分
の
七
ま
で
わ
か
る

の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
万
葉
は
そ
ん
な
わ
け
に
行
か
な
か
っ
た
。
香

川
は
も
つ
と
く
だ
き
詞
を
わ
か
り
や
す
く
し
、
内
容
ま
で
わ
か
り
や
す
く

し
た
。
誰
に
で
も
わ
か
る
歌
は
、
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
生
活
で
あ
る
。
わ

れ
／
＼
の
知
ら
ぬ
生
活
を
引
き
出
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
び
つ
く
り
す
る
。

芝
居
で
泣
く
と
こ
ろ
は
決
ま
つ
て
ゐ
る
。
本
当
に
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
と

こ
ろ
で
は
、
ケ
ロ
ツ
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
わ
か
る
と
こ
ろ
だ
け
を
喜

び
、
涙
を
享
楽
に
行
っ
て
ゐ
る
。
本
当
は
わ
れ
／
＼
‘
が
気
付
か
ぬ
と
こ
ろ
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が
あ
っ
た
。
舞
台
に
も
わ
れ
／
＼
‘
と
同
じ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
、
ぽ
つ
と
、

感
じ
解
放
せ
ら
れ
る
気
持
に
な
つ
て
泣
い
た
り
喜
ん
だ
り
し
た
。
昔
の
芝

居
は
、
孫
の
御
飯
に
卵
の
香
の
物
。
ま
さ
か
、
御
飯
を
見
て
笑
ふ
の
で
な

く
、
同
じ
生
活
を
舞
台
の
上
で
見
せ
つ
け
ら
れ
て
泣
く
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
の
は
知
れ
て
ゐ
る
。
身
に
つ
ま
さ
れ
る
程
度
な
ら
知
れ
て
ゐ
る
。

今
ま
で
持
つ
て
ゐ
な
が
ら
知
ら
ぬ
世
界
、
人
間
性
と
し
て
共
通
点
を
感
じ

る
の
で
あ
る
。

啄
木
の
一
握
の
砂
位
は
若
い
人
は
持
つ
て
ゐ
る
。
云
へ
な
い
だ
け
。
そ
ん

な
事
は
、
云
ふ
て
貰
つ
て
も
仕
方
な
い
。
自
分
等
を
詩
人
に
な
っ
た
気
が

す
る
か
ら
有
難
い
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
の
で
は
駄
目
で
あ
る
。
自
分
等

の
思
ひ
が
け
ぬ
と
こ
ろ
を
見
せ
ら
れ
て
、
び
つ
く
り
す
る
の
で
あ
る
。
啄

木
は
多
く
は
東
海
の
歌
程
度
で
あ
る
。

し
か
し
い

、
も
の
も
あ
る
。

二
日
前
に
山
の
絵
見
し
が
今
朝
に
な
り
て
に
は
か
に
恋
し
ふ
る
さ
と

の
山

等
は
心
理
学
の
説
明
の
み
で
あ
る
。
心
が
ゆ
る
ん
で
ゐ
る
と
、
大
き
な
発

見
だ
と
思
ふ
。
思
ひ
が
け
ぬ
こ
と
を
扶
り
出
さ
れ
た
の
で
な
し
に
心
理
解

剖
に
過
ぎ
ぬ
。

高
山
の
い
た
だ
き
に
登
り
な
に
が
な
し
に
帽
子
を
ふ
り
て
下
り
来
し

か
な

こ
の
歌
は
、
形
が
ま
づ
い
が
、
い
、

と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
、

わ
れ
／
＼
歌
に
し
や
う
と
思
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
な
に
が
な

し
に
」
に
意
識
が
入
っ
て
ゐ
る
。
計
画
し
て
云
ふ
て
ゐ
る
の
で
い
け
な
い
。

普
通
に
認
め
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
を
感
じ
て
ゐ
る
。
さ
う
な
る
と
い
、
が
、
な

か
／
＼
至
れ
な
い
。

景
樹
の
歌
も
、
古
今
集
の
歌
を
学
び
、
し
か
も
内
容
の
人
に
わ
か
り
や
す

い
事
を
考
へ
た
。
人
に
わ
か
り
や
す
い
事
を
云
ふ
の
は
文
学
の
堕
落
で
あ

る
。
世
の
中
に
沢
山
ゐ
る
人
が
本
当
に
わ
か
つ
て
同
感
す
る
生
活
は
浪
花

節
に
な
る
。
大
衆
文
学
も
そ
こ
ま
で
下
り
て
は
駄
目
で
あ
る
。
経
済
道
徳

的
で
な
い
が
、
人
間
の
生
活
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
生

活
を
思
ひ
染
ま
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

平
安
風
な
景
樹
の
歌
は
わ
か
っ
た
の
で
人
々
に
も
て
、
景
樹
の
弟
子
ど
も

が
明
治
に
持
ち
越
し
て
栄
へ
た
。
そ
の
孫
弟
子
が
高
崎
正
風
で
あ
る
。
昭

憲
皇
太
后
の
相
手
は
税
所
敦
子
で
あ
る
。
オ
女
で
あ
る
。
紫
式
部
と
肩
を

並
べ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
当
ら
な
い
。
明
治
の
宮
廷
と
云
ふ
も

の
は
、
ほ
と
ん
ど
景
樹
派
の
中
で
も
薩
摩
派
の
歌
人
が
指
樽
し
て
ゐ
た
様

な
も
の
。
だ
か
ら
歌
に
景
樹
派
は
も
ち
ろ
ん
一
種
の
癖
が
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
至
尊
が
歌
の
道
を
開
い
て
ゐ
た
の
で
、
日
本
中
は
古
今
ぶ
り
、
景

樹
ぶ
り
で
な
け
り
や
な
ら
な
く
な
っ
て
非
常
に
栄
へ
て
来
た
。
明
治
の
始

め
頃
に
は
、
歌
は
文
学
で
な
い
事
が
無
意
識
な
が
ら
感
じ
て
ゐ
る
。
ま
だ

他
に
文
学
が
あ
る
。
江
戸
の
文
学
が
例
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
謡
を

歌
ふ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
で
、
歌
を
作
ら
な
く
て
も
芸
術
を
欲
す
る
心
は
慰

ま
な
い
事
は
な
い
。

わ
り
あ
ひ
に
旧
派
の
歌
は
早
く
勢
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
先
輩
は
俳
句
で
、

江
戸
末
よ
り
文
学
の
領
域
を
退
つ
て
慇
笑
文
学
と
な
っ
て
ゐ
る
。
雑
俳
の

L
に
俳
句
で
あ
る
。
も
う
江
戸
の
末
に
も
文
学
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
る
事

を
無
意
識
な
が
ら
動
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
ほ
つ
と
出
て
、
人
を
集
め
た
の

は
子
規
で
あ
る
。
彼
が
俳
旬
の
改
良
を
思
ひ
立
ち
、
今
の
日
本
新
聞
|
|
l仮

名
の
つ
か
ぬ
新
聞
I
~

を
子
規
が
日
本
俳
旬
を
起
し
て
、
や
か
ま
し
く
宣
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伝
し
て
、
一
ぺ
ん
に
俳
旬
を
変
へ
て
了
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
文
学
が
一
度
に

変
る
事
は
考
へ
ら
れ
な
い
事
で
あ
る
が
、
前
々
か
ら
俳
句
よ
り
も
っ
と

い
、
文
学
が
あ
る
と
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
出
た
為
で
あ
る
。

子
規
に
は
大
学
の
学
問
、
美
学
、
文
学
論
等
が
子
規
の
頭
に
入
っ
て
ゐ
て
、

日
本
の
知
識
階
級
と
し
て
最
も
進
ん
だ
知
識
を
応
用
し
て
、
俳
句
を
解
剖

し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
や
っ
て
見
や
う
と
云
ふ
意
識
が
あ
る

の
で
固
く
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
子
規
が
俳
句
改
良
を
あ
る
点
ま
で
完
成
し

て
歌
へ
来
た
。

最
も
歌
は
江
戸
末
の
香
川
門
下
に
変
つ
た
歌
を
作
り
、
純
粋
な
万
葉
ぶ
り

の
歌
を
作
っ
た
者
が
地
方
に
あ
る
。
又
ご
く
自
由
に
歌
を
作
っ
た
人
が
沢

山
あ
る
。
世
間
が
非
常
に
歌
に
対
し
て
新
し
い
も
の
を
欲
し
て
ゐ
た
の
は

事
実
で
、
意
識
し
て
ゐ
な
い
が
作
物
と
し
て
出
て
ゐ
る
新
し
い
も
の
の
出

る
路
は
滑
稽
味
を
帯
び
て
ゐ
る
。
今
ま
で
の
も
の
を
茶
化
す
気
分
が
あ
る

為
に
、
皮
肉
な
滑
稽
が
出
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
歌
風
に
進
ん
だ
者
が
か

な
り
い
、
も
の
を
沢
山
出
し
て
ゐ
る
。

福
井
の
曙
覧
。
非
常
に
人
の
い
、
と
こ
の
あ
る
人
だ
が
、
作
る
時
は
滑
稽

な
興
味
が
勝
つ
て
ゐ
る
。
大
隈
言
道
、
滑
稽
が
低
く
な
る
。
曙
覧
が
一
番

影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
。
曙
覧
の
歌
か
ら
刺
激
を
受
け
て
新
し
く
作
ら
う
と

し
た
人
が
大
分
あ
る
ー
'
|
明
治
以
後
ー
。
時
代
が
さ
う
な
る
故
に
、
ほ

つ
／
＼
と
目
を
開
け
て
来
る
人
が
あ
る
の
で
、
誰
の
影
響
と
は
つ
き
り
云

ヘ
ぬ
。
さ
う
素
直
に
行
け
ば
良
い
が
、
い
つ
も
学
者
が
邪
魔
を
す
る
。

明
治
に
な
っ
て
帝
大
に
古
典
科
が
出
来
、
そ
こ
で
教
へ
て
ゐ
る
学
者
や
、

教
へ
を
受
け
た
人
々
が
新
し
く
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
事
は
わ
か
っ
た
が
、

今
ま
で
の
時
代
が
古
い
か
ら
と
て
時
代
を
下
げ
て
来
た
。

能
で
は
固
苦
し
い
か
ら
狂
言
を
、
時
代
物
に
世
話
物
を
入
れ
る
事
と
な
っ

た
。
こ
の
人
々
の
歌
は
景
樹
派
の
歌
よ
り
拘
泥
し
て
ゐ
て
も
つ
と
悪
い
。

そ
の
人
々
は
新
古
今
へ
傾
い
た
。
平
安
末
よ
り
鎌
倉
初
期
の
歌
を
―
つ
の

歌
風
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
は
で
な
風
を
学
ん
で
来

た
。
そ
ん
な
の
は
新
派
の
歌
の
運
動
よ
り
す
れ
ば
殆
ん
ど
没
交
渉
で
あ
る
。

開
け
て
ゐ
れ
ば
、
ど
こ
か
で
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
故

に
学
者
が
凝
り
固
ま
つ
て
ゐ
て
も
、
世
人
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
な
い
。

こ
、
か
ら
出
た
の
が
、
佐
佐
木
信
綱
博
士
、
落
合
直
文
等
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
落
合
さ
ん
は
高
等
学
校
そ
の
他
の
先
生
故
に
門
下
生
が
あ
る
。

自
然
、
目
が
開
い
て
来
た
。
先
生
の
影
帯
で
は
な
い
。
時
代
が
違
ふ
故
に

先
生
よ
り
新
し
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
落
合
氏
の
弟
子
も
、
何
か

違
っ
た
世
界
を
開
い
て
ゐ
な
い
の
で
、
落
合
さ
ん
に
は
止
ま
つ
て
ゐ
な
か

っ
た
。
佐
佐
木
、
落
合
氏
が
新
派
の
学
問
的
色
彩
の
あ
る
歌
を
中
継
的
に

始
め
た
。
旧
派
か
ら
新
派

へ
の
綱
渡
し
を
し
た
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
子
規
が
こ
、
辺
の
人
が
新
派
の
意
識
な
し
に
変
つ
た
歌
を
作

つ
て
ゐ
る
間
に
、
日
清
戦
争
に
出
て
婦
つ
て
来
て
、
病
床
で
議
論
や
創
作

を
し
始
め
た
。
こ
と
に
子
規
は
文
学
者
と
し
て
は
計
画
家
で
あ
っ
た
。
良

い
意
味
の
野
心
家
で
あ
る
か
ら
俳
旬
の
次
に
短
歌
で
あ
る
。
俳
旬
で
鍛
ヘ

て
あ
る
の
で
わ
ざ
／
＼
美
学
を
振
り
回
す
必
要
が
な
か
っ
た
。
子
規
と
し

て
は
歌
の
方
が
本
質
で
あ
る
。
俳
句
は
意
識
が
あ
る
の
で
あ
る
。
子
規
は

戦
闘
力
の
強
い
人
で
、

書
け
ば
誰
と
で
も
喧
嘩
を
し
た
。
子
規
の
派
を
俳

句
で
は
日
本
派
と
云
ふ
。
歌
の
方
で
は
根
岸
に
ゐ
た
の
で
、
根
岸
派
と
云

ふ
。
こ
の
派
は
子
規
の
戦
闘
力
を
伝
へ
て
力
が
強
い
。
ア
ラ
、
ギ
の
茂
吉、

赤
彦
等
は
戦
闘
力
が
強
く
、
議
論
好
き
で
、
年
中
絶
え
ま
な
し
に
や
つ
て
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ゐ
る
。
正
規
の
遺
伝
で
あ
る
。
根
岸
派
の
人
々
で
正
し
さ
に
進
む
の
は
、

一
種
の
気
分
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
し
つ
か
り
は
し
て
ゐ
て
、
ど
こ
ま
で
も

貰
い
て
行
か
う
と
云
ふ
気
分
は
他
の
派
と
比
べ
て
一
番
強
い
。
子
規
が
病

後
、
万
業
集
を
読
ん
で
、
ほ
つ
と
こ
れ
だ
と
思
ふ
た
の
で
あ
る
。

も
つ
と
前
よ
り
子
規
は
作
っ
て
ゐ
た
。
日
清
戦
争
頃
よ
り
歌
を
作
っ
て
ゐ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
。
与
謝
野
鉄
幹
と
何
れ
が
先
に
新

派
の
歌
を
作
っ
た
か
の
問
題
で
あ
る
。
子
規
が
新
派
が
か
っ
た
歌
を
作
っ

た
の
は
日
清
戦
争
頃
、
子
規
が
万
葉
集
を
読
ん
だ
の
は
寛
が
勧
め
た
か
ら

だ
と
云
ふ
。
云
ひ
出
し
た
の
は
寛
の
方
が
早
く
、
議
論
で
も
子
規
の
方
が

一
寸
立
ち
遅
れ
て
ゐ
る
。
歌
の
派
か
ら
考
へ
る
と
、
大
切
の
事
で
、
文
学

史
よ
り
見
れ
ば
大
切
の
事
で
あ
る
。

子
規
が
万
葉
集
を
読
ん
だ
け
れ
ど
も
本
当
に
子
規
が
新
派
の
歌
へ
入
っ
た

の
は
遅
い
。
子
規
は
曙
覧
の
歌
集
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
を
読
ん
で
か
ら
だ
と

思
ふ
。
子
規
の
歌
に
影
響
が
出
て
ゐ
る
。
子
規
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
ゐ
る
。

直
接
に
影
孵
を
受
け
な
が
ら
蓋
を
し
て
お
い
て
、
あ
る
点
ま
で
や
つ
て
か

ら
云
ひ
出
し
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
私
は
子
規
は
曙
覧
の
影
評
を
受
け
、

直
接
の
万
葉
の
影
響
で
な
く
、
曙
魏
を
越
し
て
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
の

ち
、
だ
ん
／
＼
万
菓
の
精
神
を
受
け
て
来
た
。
子
規
は
純
粋
の
万
葉
精
神

を
生
し
て
来
た
も
の
だ
と
は
私
は
思
は
ぬ
。
落
合
門
下
等
で
、
万
葉
で
目

覚
め
て
ゐ
る
。
真
淵
辺
よ
り
お
こ
っ
た
万
葉
集
の
歌
が
、
景
樹
で
圧
へ
ら

れ
て
、
明
治
に
な
っ
て
又
復
活
し
て
来
た
。
無
意
識
に
起
伏
し
て
、
無
慈

識
に
敵
討
ち
し
て
ゐ
る
。

落
合
氏
の
系
統
で
は
与
謝
野
さ
ん
、
服
部
射
治
、
尾
上
柴
舟
、
金
子
蕉
園
、

こ
の
中
で
大
切
な
の
は
寛
。

寛
が
歌
を
新
し
く
せ
な
け
り
や
な
ら
ん
と
意
識
し
た
の
が
古
い
と
思
ふ
。

与
謝
野
氏
の
父
、
尚
綱
氏
は
寛
よ
り
歌
が
ひ
よ
っ
と
す
る
と
上
手
か
知
れ

な
い
。
寛
は
放
蕩
婦
落
な
生
活
を
し
た
。
李
家
の
傾
く
頃
か
ら
朝
鮮
等
へ

行
っ
た
人
で
、
右
傾
派
の
壮
漢
と
も
云
ふ
べ
き
人
。
世
の
中
の
南
京
虫
の

生
活
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
生
活
が
荒
く
志
士
肌
で
あ
っ

た
。
さ
う
い
ふ
傾
向
の
歌
は
、
今
ま
で
の
歌
で
は
入
ら
ぬ
。
そ
れ
で
も
落

合
氏
の
門
人
で
あ
る
か
ら
し
て
充
分
素
質
は
あ
る
が
出
方
が
悪
か
っ
た
。

志
士
の
気
分
を
詠
も
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
今
ま
で
の
歌
で

は
出
て
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

酒
を
あ
げ
て
地
に
問
ふ
誰
か
悲
歌
の
友
ぞ
二
十
万
年
こ
の
酒
冷
え
ぬ

男
の
子
ら
を
南
支
那
に
や
り
し
か
ど
か
ひ
な
や
つ
ひ
に
り
う
こ
ん
い

ち
た
、
ず

自
分
の
み
が
孤
独
で
世
を
隈
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
俺
と
心
を
―
つ
に
す

る
も
の
が
誰
か
あ
ら
う
か
、
誰
も
な
い
。
と
て
も
今
ま
で
の
歌
と
違
っ
た
の

で
び
つ
く
り
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
子
規
も
立
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
に
中
間
に
位
し
て
ゐ
た
の
が
信
綱
で
あ
る
。
い
つ
も
折
中
派
で
あ

る
。
昔
は
神
童
と
云
は
れ
た
位
で
非
常
に
早
く
、
私
の
生
れ
た
頃
に
都
の

花
等
に
小
説
を
出
し
て
ゐ
る
。
歌
も
か
な
り
新
し
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
ゐ

た
。
強
い
て
新
派
と
名
の
る
事
は
な
か
っ
た
。

主
と
し
て
寛
と
子
規
と
が
争
っ
た
。
寛
は
明
星
を
も
っ
た
。
根
岸
派
に
対

し
て
明
星
派
又
は
新
詩
社
派
と
称
し
た
。

二
日
目

党
の
雑
誌
が
出
て
、
世
の
中
に
行
は
れ
た
。
そ
れ
ま
で
若
い
人
の
作
る
誌
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が
な
か
っ
た
。
若
い
人
が
文
学
に
志
す
と
短
編
小
説
そ
の
他
の
長
い
も
の

を
害
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歌
は
、
若
い
人
の
生
活
気
分
に
あ
は
ぬ
旧
い
歌
の

み
。
そ
れ
に
対
し
て
何
か
新
し
い
歌
が
ほ
し
い
と
考
へ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が

無
意
識
に
感
じ
て
ゐ
た
。
時
が
経
つ
中
に
大
歌
所
の
歌
も
、
少
し
は
新
し

く
な
っ
て
ゐ
た
が
、
や
は
り
だ
め
。
そ
こ
へ
寛
の
歌
が
出
た
の
で
若
い
人

が
集
っ
た
。
寛
自
身
は
先
走
つ
て
ゐ
た
が
、
教
へ
る
歌
は
、
も
少
し
穏
や

か
な
も
の
を
教
へ
た
。
そ
れ
で
明
星
が
百
号
ま
で
出
て
、
一
度
や
ん
で
、

近
年
に
な
つ
て
又
出
た
が
、
ま
た
や
ん
で
了
っ
た
。
大
抵
、
若
い
人
の
歌

は
前
の
明
星
へ
出
し
た
。
は
じ
め
の
頃
の
歌
の
門
人
、
ま
だ
明
星
を
出
さ

ぬ
中
に
門
人
I

今
で
は
雑
誌
を
持
つ
て
師
弟
の
関
係
が
出
来
る
。
そ
の

関
係
は
、
だ
か
ら
浅
い
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
問
に
早
稲
田
の
空
穂
等

寛
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
若
手
で
は
、
そ
の
時
分
の
ハ
イ
カ
ラ

の
歌
を
作
っ
た
が
、
後
、
間
も
な
く
寛
の
手
元
を
去
つ
て
自
分
の
歌
を
作

っ
た
。
そ
の
空
穂
の

一
流
が
あ
る
が
、
特
別
に
あ
げ
ず
に
お
く
。

と
こ
ろ
が
、
寛
が
明
星
を
出
し
て
か
ら
門
弟
子
が
増
し
、
そ
の
中
に
品
子

ー
鳳
姓

r
と
殆
ん
ど
同
じ
力
で
作
っ
て
ゐ
た
の
が
山
川
登
美
子
の
二
人
で

あ
っ
て
、
女
の
オ
で
優
れ
た
歌
を
示
し
て
ゐ
た
。
晶
子
は
寛
に
嫁
ぎ
、
山

川
も
嫁
い
で
歌
を
作
ら
ず
死
す
。

文
学
と
云
ふ
も
の
は
作
っ
て
ゐ
れ
ば
上
手
に
な
る
。
作
ら
ぬ
と
う
ま
く
な

ら
ぬ
。
天
分
が
あ
る
と
思
ふ
て
ゐ
る
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
待
っ
て
、

何
も
出
来
ず
に
了
ふ
。
晶
子
は
天
才
の
様
に
見
え
る
が
、
実
は
苦
し
ん
だ

人
。
文
章
も
書
く
し
、
む
つ
か
し
い
事
も
書
く
。
皆
苦
労
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
・
大
正
•
昭
和
へ
か
け
て
晶
子
位

苦
し
ん
だ
人
は
な
い

。

女
は
男
の
十
に
対
し
て
六
位
の
勉
強
で
男
と
同
等
の
力
を
得
る
。
世
の
中

変
る
。
女
の
為
に
幸
せ
の
様
で
実
は
い
け
ぬ
。
女
の
作
家
の
作
品
は
、
男

に
比
し
て
劣
る
。
や
は
り
晶
子
は
、
何
と
云
ふ
て
も
え
ら
い
苦
労
し
て
、

勉
強
し
て
、
の
ち
に
晶
子
の
オ
が
寛
の
明
せ
つ
を
乗
り
越
し
た
。
私
は
寛

の
方
が
う
ま
い
と
思
ふ
。
女
の
人
が
亭
主
の
近
く
ま
で
行
く
と
偉
く
見
え

る
。
晶
子
が
一
番
世
の
中
に
騒
が
れ
た
の
は
、

（

マ
マ

）

鎌
倉
や
み
仏
な
が
ら
釈
迦
牟
尼
は
美
男
に
お
は
す
夏
木
立
か
な

こ
れ
は
世
の
普
通
の
人
に
新
派
の
歌
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
と
感
じ
さ
せ
た

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
歌
に
何
の
新
味
も
な
い
俗
情
の
み
。
御
仏
で
あ
る
け

れ
ど
も
美
男
だ
と
云
ふ
の
は
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
。
仏
に
対
し
て
―
つ
の
心

（
マ

マ

）

持
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ら
。
「
御
仏
な
が
ら
」
等
云
ふ
語
は
普
通
人
の
「
な

が
ら
」
で
歌
の
語
で
な
い
。

釈
迦
が
夏
木
立
の
上
に
に
ゆ
つ
と
顔
を
出
し
て
ゐ
る
。
わ
か
る
。
「
美
男

に
お
は
す
夏
木
立
か
な
」
、
こ
れ
は
俳
句
の
も
の
、
云
ひ
方
で
あ
る
。
ど

こ
ま
で
い
つ
て
も
短
歌
と
俳
句
と
は
云
ひ
方
は
別
。
俳
句
は
印
象
的
な
も

の
を
つ
な
ぐ
と
あ
と
は
読
者
が
続
け
る
。
短
歌
は
ば
ら
／
＼
並
べ
た
だ
け

で
は
だ
め
。
作
者
が
一
貰
し
た
も
の
を
作
ら
ぬ
と
だ
め
。

古
池
や
か
は
づ
と
び
こ
む
水
の
音

古
池
へ
と
び
こ
む
か
は
づ
と
、
水
の
音
と
つ
な
ぐ
だ
け
。
人
間
は
共
通
な

幻
を
描
く
。
し
か
し
考
へ
て
見
る
と
、
こ
の
句
は
考
へ
て
見
る
と
わ
か
ら

ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
普
通
俳
句
を
知
ら
ぬ
人
は
、
物
さ
び
て
し
ん
と
し
て
、

こ
は
い
感
じ
の
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
蛙
が
飛
び
込
ん
で
、
ぞ
つ
と
す
る
ほ

ど
と
思
ふ
が
、
俳
句
に
は
季
が
あ
っ
て
、
定
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
季
に
つ
い

て
、
い
ろ
ん
な
連
想
が
あ
る
。
蛙
が
季
題
で
春
の
も
の
で
あ
る
。
古
池
は

さ
う
で
な
い
。
普
通
の
人
は
夏
の
も
の
だ
と
思
ふ
人
が
多
い
か
も
し
れ
ぬ
。
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昔
は
文
学
上
の
習
懺
で
春
だ
と
感
じ
た
時
か
ら
春
と
蛙
は
決
ま
つ
て
ゐ
る
。

習
慣
づ
く
と
思
ひ
浮
べ
る
。
人
に
よ
り
、
時
に
よ
り
違
ふ
が
、
俳
旬
を
作

る
人
の
連
想
は
定
つ
て
ゐ
る
。
約
束
が
習
慣
的
に
定
つ
て
ゐ
て
蛙
と
聞
く

と
春
と
感
じ
る
。
し
か
し
昼
か
夜
か
わ
か
ら
ぬ
。
そ
こ
を
読
者
に
自
由
に

任
せ
て
作
者
は
立
ち
入
ら
ぬ
。
自
由
だ
が
、
普
通
人
に
約
束
し
た
共
通
を

持
つ
て
ゐ
る
。
古
池
の
旬
、
春
の
連
想
を
起
こ
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
、
ど

ぶ
ん
と
入
る
蛙
の
音
。
自
分
の
心
の
中
に
勝
手
に
調
和
し
た
世
界
を
考
へ

だ
す
。
夜
か
昼
か
ゞ
問
題
。
古
池
で
、
い
づ
れ
静
か
な
と
こ
ろ
と
感
じ
、

い
づ
れ
静
か
な
時
で
あ
る
。
昼
で
も
夜
で
も
何
れ
と
限
つ
て
な
い
。
頭
に

浮
ぶ
事
が
大
休
同
じ
事
が
浮
ん
で
く
る
。
あ
る
程
度
か
ら
、
大
体
定
っ
た

考
へ
が
浮
び
来
る
。
私
は
俳
旬
の
遠
心
性
と
云
ふ
。
自
由
で
は
あ
る
が
、

短
歌
は
渦
の
や
う
な
も
の
で
中
へ
巻
き
込
む
。
歌
は
材
料
だ
け
で
は
い
け

ぬ
。
作
者
が
自
分
の
心
に
入
れ
て
、
掻
き
回
し
て
中
心
へ
巻
き
込
ま
ね
ば
、

読
む
人
の
心
も
抱
き
込
め
な
い
。

曙
覧
の
歌
、

樵
歌
鳥
の
さ
ひ
づ
り
水
の
音
ぬ
れ
た
る
小
卿
雲
か
か
る
松

こ
れ
は
俳
句
の
真
似
で
あ
る
。
俳
句
な
ら
何
で
も
な
い
。
歌
は
な
ま
じ
い

長
い
の
で
ど
こ
で
…
…
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
頭
に
ほ
つ
と
浮
ば
ず
、

生
命
の
な
い
も
の
が
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
、

浮
ん
だ
と
し
た
ら
嘘
で
あ
る
。
歌
と
俳
句
と
は
す
つ
か
り
性
質
の
違
ふ
も

の
で
、
何
れ
か
と
云
へ
ば
、
俳
旬
の
方
が
音
数
が
少
な
く
て
、
歌
の
方
が

多
い
が
、
不
自
由
で
思
ふ
と
ほ
り
に
行
か
ぬ
。
―
つ
の
観
念
の
み
し
か
人

れ
ら
れ
ぬ
。
少
く
と
も
俳
旬
は
三
つ
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
歌
は
梢
熱

で
行
き
、
俳
旬
は
智
識
的
な
遊
び
で
あ
る
。
季
題
は
、
か
う
思
ひ
な
さ
い

と
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
智
識
的
の
遊
び
で
あ
る
。
火
事
と
足
袋
・
布
団

は
冬
と
定
つ
て
聯
想
し
て
ゐ
た
。
足
袋
は
、
冬
履
く
事
が
多
い
か
ら
で
あ

る
。
靴
下
は
困
る
。
四
季
に
関
せ
ず
、
矩
撻
等
は
定
る
。
祭
り
と
云
へ
ば
、

都
会
で
は
夏
を
思
ひ
、
地
方
で
は
秋
祭
り
を
思
ふ
の
に
、
俳
句
で
は
初
夏

の
若
草
の
頃
と
感
じ
て
ゐ
る
。
京
の
賀
茂
の
祭
り
―
つ
の
聯
想
を
、
俳
旬

で
は
、
そ
れ
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
負
は
せ
て
ゐ
る
。
相
撲
は
秋
で

あ
る
。
宮
廷
の
相
撲
が
秋
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
社
で
も
や
っ
て
ゐ
る
。

し
か
し
わ
れ
（
は
春
か
夏
を
聯
想
す
る
。
俳
句
は
智
識
的
の
定
め
に
限

ら
れ
た
文
学
で
、
そ
の
点
短
歌
と
違
ふ
。
短
歌
は
情
熱
で
巻
き
込
む
も
の

で
あ
る
。
故
に
歌
は
、
非
常
に
単
純
に
な
ら
ぬ
と
い
け
ぬ
。

晶
子
の
前
掲
の
歌
（
美
男
に
お
は
す
の
歌
）
等
は
、
遠
心
的
で
ど
こ
に
中

心
が
あ
る
か
、
不
明
で
あ
る
。
枇
間
の
人
の
認
め
る
の
は
、
い
、
作
者
で

な
く
、
び
つ
く
り
す
れ
ば
よ
い
。
本
当
の
作
が
出
る
と
世
間
の
人
の
興
味

は
他
の
人
へ
行
く
。
後
、
晶
子
が
長
く
歌
を
作
っ
た
の
で
、
今
だ
に
歌
の

上
の
生
命
が
あ
る
。
今
で
は
、
年
齢
が
行
っ
た
の
で
、
無
理
に
作
っ
て
ゐ

て
、
反
響
が
な
い
。
た
と
へ
の
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
す
が
に
昔
は
良
か

っ
た
。
わ
か
ら
ぬ
歌
と
し
て
有
名
な
品
子
の
、

夜
の
帳
に
さ
さ
め
き
尽
き
し
星
の
今
を
下
界
の
人
の
髪
の
ほ
つ
れ
よ

女
の
人
が
物
思
ひ
に
悲
し
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
を
、
揖
の
ほ
つ
れ
ま
で
示
さ

う
と
し
た
。
少
し
不
自
然
で
あ
る
が
、
上
の
旬
は
さ
ら
に
不
自
然
で
あ
る
。

夜
の
報
に
さ
ゞ
め
き
の
つ
き
た
星
の
今
を
。
無
理
に
く
ね
／
＼
さ
せ
て
人

に
わ
か
ら
な
く
し
た
の
で
な
く
、
自
分
に
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
物
足
り
な

く
て
満
足
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
明
星
の
歌
は
、
盆
栽
の
松
、
懸

崖
菊
の
歌
位
の
も
の
。
こ
の
歌
を
近
頃
全
集
で
直
し
て
ゐ
る
。
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よ
の
帳
さ
ゞ
め
き
あ
ま
き
星
も
ゐ
む
下
界
の
人
も
物
を
こ
そ
お
も
へ

昔
は
さ
う
い
ふ
風
に
簡
単
に
云
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
豊
か
な
気
持
で

寝
て
ゐ
る
星
も
あ
る
様
に
思
は
れ
る
…
…
。
大
体
わ
か
る
が
、
昔
は
、
星

の
今
を
、
と
わ
か
ら
な
く
、
く
ね
つ
て
云
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
ん

な
の
を
作
る
と
皆
い
>
と
思
ふ
た
。
こ
れ
が
次
第
に
お
と
な
し
く
な
っ
た
。

山
川
登
美
子
、
事
情
が
良
け
れ
ば
良
く
な
っ
た
が
、

（

マ

マ

）

（

マ

マ

）

し
ら
珠
の
珠
数
屋
町
と
は
何
方
ぞ
下
京
こ
え
て
人
に
た
づ
ね
む

よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
人
に
尋
ね
ん
と
云
ふ
気
持
、
歩
き
な
が
ら
踏
躇
し

な
が
ら
歩
い
て
ゐ
る
。
気
持
は
よ
く
わ
か
る
。
作
る
と
、
上
句
も
下
句
も

不
用
に
な
る
。
下
京
近
く
来
て
、
も
う
や
が
て
人
に
問
ひ
た
い
気
持
を
歌

っ
た
の
で
、
こ
ん
な
に
な
る
と
単
純
で
女
の
人
の
柔
ら
か
さ
が
出
て
ゐ
る

が
、
肺
で
こ
の
歌
が
出
来
る
頃
、
死
ん
だ
。

明
星
は
、
門
下
が
沢
山
出
来
て
栄
へ
、
歌
詠
み
、
文
学
者
が
沢
山
出
た
。

こ
れ
に
対
し
て
子
規
、
世
間
的
に
呼
び
か
け
た
の
は
寛
。
万
葉
等
は
読
ん

で
ゐ
ら
れ
た
の
で
な
く
、
後
に
勉
強
し
て
、
し
ま
ひ
に
は
歌
が
と
て
も
良

く
な
っ
た
。
奈
良
へ
行
っ
て
、
景
色
見
て
、

奈
良
の
世
は
千
と
せ
の
前
に
過
ぎ
け
る
や
あ
ら
ず
や
花
に
佐
保
の
風

吹
く

大
和
辺
へ
春
行
っ
て
ゐ
る
と
、
あ
ま
り
古
め
か
し
い
土
地
故
に
奈
良
の
の

ど
か
な
と
こ
ろ
に
ゐ
る
と
わ
れ
を
忘
れ
て
了
ふ
。
自
分
が
今
の
時
分
や
ら
、

古
代
に
ゐ
る
の
や
ら
わ
か
ら
な
く
な
る
。
古
蹟
へ
行
く
と
一
瞬
で
も
違
っ

た
気
持
が
浮
ん
で
米
る
。
奈
良
時
代
は
千
年
前
に
過
ぎ
た
事
は
知
つ
て
ゐ

る
が
、
は
た
し
て
さ
う
か
し
ら
ん
と
思
ふ
。
さ
う
で
な
い
の
か
し
ら
ん
。

今
が
千
年
前
の
奈
良
か
、

H
前
の
花
に
佐
保
山
か
ら
吹
く
風
が
あ
た
る
。

少
し
言
葉
を
長
く
す
る
と
説
明
に
な
り
、
悦
惚
た
る
気
分
が
出
ぬ
。
そ
の

為
に
描
写
を
避
け
た
、
文
学
は
気
分
で
行
く
か
描
写
で
行
く
か
、
描
写
に

よ
っ
た
の
で
あ
る
。

似
た
歌
三
首
、
景
樹
、

春
日
野
に
若
菜
を
摘
め
ば
わ
れ
な
が
ら
昔
の
人
の
心
地
こ
そ
す
れ

こ
の
歌
を
い
、
と
思
ふ
の
は
俳
句
で
、
自
分
で
糸
を
つ
な
ぐ
よ
り
低
級
に

助
け
て
ゐ
る
。
作
品
に
な
い
も
の
を
持
ち
出
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ほ
ど
な
ら

自
分
で
作
っ
た
方
が
良
い
の
に
。
若
菜
を
摘
む
と
悦
惚
と
し
て
昔
の
人
か

否
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
云
ふ
の
は
、
説
明
。
調
子
で
歌
の
気
分
は
違
ふ
。

＿
御
仏
な
れ
ど
」
の
下
劣
よ
り
も
つ
と
下
劣
で
あ
る
。
「
わ
れ
な
が
ら
」
と

自
分
を
意
識
し
て
ゐ
て
は
、
洸
惚
で
な
い
。
「
わ
れ
な
が
ら
」
は
文
学
の

上
の
語
で
な
く
俗
語
。
昔
の
人
の
心
持
に
な
っ
て
ゐ
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
押

し
売
り
で
あ
る
。
ま
づ
自
分
が
そ
の
心
持
に
入
り
込
ま
ね
ば
だ
め
。
丁
度

今
の
世
間
に
行
は
れ
て
ゐ
る
、
プ
ロ
の
歌
は
智
識
の
遊
戯
、
思
ひ
つ
く
だ

け
。
本
当
の
生
活
が
出
て
来
る
と
、
誘
惑
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
。
文
学
は
人

を
誘
ひ
込
ま
ね
ば
、
い
、
文
学
で
な
い
。
文
学
を
教
育
家
が
恐
れ
る
の
は

そ
の
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
の
た
め
に
悪
く
と
も
強
い
文
学
が

出
る
と
、
後
の
世
の
為
に
良
く
な
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
歌
を
見
て
心
で
助

け
、
自
分
に
わ
か
る
か
ら
い
、
と
思
ふ
て
は
い
け
ぬ
。
芝
居
で
女
人
が
沢

山
出
た
ら
、
一
二
界
で
女
が
な
つ
て
芝
居
が
だ
め
に
な
っ
た
と
云
ふ
。
こ
れ

で
は
何
に
も
な
ら
ぬ
。
芸
を
見
て
ゐ
る
の
で
な
く
し
て
、
自
分
の
事
だ
と

思
ふ
て
説
い
て
は
何
も
な
ら
ぬ
。
さ
う
い
ふ
風
に
芸
術
を
鑑
賞
し
て
は
だ

め
、
昔
の
人
の
…
…
等
は
散
文
で
あ
る
。

並
べ
て
考
へ
る
と
歌
と
云
ふ
も
の
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
よ
く
わ
か
る
。
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江
戸
時
代
に
景
樹
の
盛
ん
な
頃
に
紀
州
に
加
納
諸
平
あ
り
。
学
者
の
歌
で

い
ろ
ん
な
歌
風
を
つ
き
ま
ぜ
た
も
の
。
根
本
的
に
は
い
、
の
が
、
あ
ま
り

い
ろ
ん
な
智
識
が
入
っ
て
ゐ
た
為
に
、
今
の
世
で
は
入
れ
ら
れ
ぬ
、
そ
の

時
代
の
興
味
、
智
識
で
水
際
立
つ
て
は
い
な
い
が
、
種
は
い
、
と
云
ふ
事

が
わ
か
る
。

曳
馬
野
の
木
の
芽
榛
原
入
り
乱
れ
春
日
暮
ら
す
は
昔
人
か
も

曳
馬
野
は
、
万
葉
の
時
分
に
始
終
都
人
が
東
国
へ
行
く
道
へ
通
つ
た
。
こ
、

に
榛
と
云
ふ
草
が
あ
る
。
旅
人
を
一
日
し
て
く
る
と
そ
こ
に
王
孫
の
花
が

咲
い
て
ゐ
る
。
黄
色
の
、
濃
い
、
カ
ン
ナ
の
花
に
似
た
花
が
咲
い
て
ゐ
る
。

曳
馬
野
の
木
の
芽
が
張
り
出
る
頃
に
曳
馬
野
へ
行
っ
て
来
て
、
そ
こ
へ
人

が
入
り
乱
れ
て
ゐ
て
見
て
ゐ
る
と
春
の

H
を
暮
ら
し
て
ゐ
る
。
自
分
も
そ

の

一
員
で
あ
る
。
よ
そ
で
見
て
ゐ
る
の
で
な
い
。
自
分
が
一
員
で
あ
る
事

が
こ
の
歌
で
わ
か
ら
ね
ば
だ
め
。
そ
の
辺
に
ゐ
る
人
が
、
皆
、
万
葉
時
代

に
曳
馬
野
を
よ
ぎ
つ
た
人
が
遊
ん
だ
の
と
同
じ
気
持
で
ゐ
る
。
簡
単
に
「
昔

人
か
も
」
と
云
ふ
。

万
葉
に
も
高
市
連
黒
人
の
歌
に
曳
馬
野
の
歌
が
あ
る
。
そ
の
地
で
作
れ
る
。

こ
の
人
は
日
本
の
歌
の
中
で
は
時
代
を
作
っ
た
人
で
あ
る
。
万
葉
の
中
で

こ
の
人
の
作
っ
た
歌
は
い
、
歌
の
み
。

ハ
ン
デ
イ
キ
ャ
プ
な
し
に
今
の
標

準
で
行
っ
て
も
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
が
諸
々
旅
し
、
近
江
の
宮

で、

い
に
し
へ
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
さ
、
な
み
の
古
き
都
を
見
れ
ば
悲
し

き

時
代
が
み
な
逆
で
あ
る
。
昔
の
人
で
自
分
が
あ
ら
う
か
と
云
ふ
事
。
人
で

は
実
感
な
し
。
昔
の
人
で
な
い
事
は
意
識
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
沖

の
宮
の
付
近
が
「
さ
、
な
み
」
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
大
津
と
並
ん
で
ゐ

た
為
に
「
さ
:
な
み
の
志
賀
」
と
も
云
ふ
た
。
「
さ
A

な
み
」
の
都
の
あ

と
へ
来
て
見
て
ゐ
る
と
何
だ
か
悲
し
い
気
が
す
る
。
俺
は
、
昔
の
人
で
な

い
の
だ
が
。
理
屈
ぽ
く
見
え
て
、
理
屈
で
な
く
、

一
番
急
処
を
つ
か
ま
へ

て
ゐ
る
。

一
番
単
純
で
一
番
良
く
近
代
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
す
る
と
、

寛
の
歌
は
悦
惚
を
示
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
諸
平
の
方
は
歌
の
詞
を
練
つ
て

見
や
う
と
云
ふ
意
識
が
あ
る
。
四
首
読
み
味
は
ふ
と
、
歌
の
歩
く
べ
き
道

が
わ
か
る
。

ま
づ
子
規
の
方
へ
移
る
。
子
規
と
云
ふ
人
は
、
考
へ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
ぬ

が
立
遅
れ
を
し
て
ゐ
る
。
本
当
に
考
へ
て
ゐ
れ
ば
、
新
聞
屋
故
に
書
い
た

に
違
ひ
な
い
。
後
に
な
っ
て
争
ふ
た
。
子
規
も
は
じ
め
か
ら
万
葉
で
な
く
、

橘
曙
覧
を
媒
介
と
し
て
よ
ん
だ
。
子
規
の
歌
は
、
曙
覧
の
影
響
で
滑
稽
風

が
入
っ
て
ゐ
る
。
日
本
新
聞
で
短
歌
を
募
集
し
て
世
の
歌
を
厳
選
し
て
出

し
た
。
真
面
目
な
中
に
と
ぽ
け
た
も
の
が
あ
る
。

や
じ
ろ
べ
は
馬
に
ま
た
が
り
北
八
は
荷
物
か
た
げ
て
行
く
松
ば
や
し

明
治
の
狂
歌
が
出
た
。
郎
ぶ
り
I

田
舎
短
歌
か
ら
、
祁
ぶ
り
と
云
ふ
。

子
規
も
作
り
、
選
し
た
も
の
に
も
あ
る
。

テ
ー
プ
ル
の
足
高
机
う
ち
囲
み
緑
の
か
げ
に
茶
を
す
、
る
夏

ー
モ
ジ
ノ
葱
ノ
青
鉾
フ
リ
立
テ
、
悪
歌
ヨ
ミ
ヲ
打
チ
テ
シ
ヤ
マ
ン子

規

お
ど
け
て
ゐ
る
。
か
、
る
歌
を
一
方
に
作
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
病
が
悪

く
な
り
、
寝
て
ゐ
て
も
苦
し
ん
で
ゐ
な
が
ら
、
死
ぬ
ま
で
勉
強
し
た
人
で
、

死
に
か
け
て
ゐ
な
が
ら
人
と
争
つ
て
ゐ
る
。
死
ぬ
と
い
ふ
際
ま
で
や
っ
て

ゐ
て
執
着
が
思
は
れ
、
偉
い
点
。
元
気
だ
が
病
が
進
む
と
、
詠
む
と
こ
ろ
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く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ

が
澄
ん
で
来
た
。
歌
で
苦
し
い
／
＼
と
歌
つ
て
ゐ
る
の
は
、
い
つ
も
ご
く

軽
く
出
て
ゐ
る
。
苦
し
い
と
云
は
な
い
で
底
の
底
か
ら
出
る
歌
に
い
こ
歌

が
あ
る
。
苦
し
い
だ
け
で
は
言
ひ
あ
ら
は
せ
ぬ
苦
し
み
を
歌
に
も
つ
故
に
、

良
い
歌
が
出
来
て
来
る
。

若
松
の
芽
立
ち
の
み
ど
り
長
き
日
を
夕
方
ま
け
て
熱
出
で
に
け
り

松
の
心
を

「
み
ど
り
」
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
緑
色
と
間
違
は
れ
ぬ
様
に
「
芽

立
ち
の
み
ど
り
」
と
云
ふ
て
却
つ
て
気
分
が
出
て
ゐ
る
。
ご
く
平
凡
な
歌

で
、
病
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
ぬ
位
で
あ
る
。
「
夕
方
ま
け
て
」
は
半
わ
か

り
の
昔
か
ら
の
語
。
夕
方
を
待
ち
う
け
た
様
に
。
口
で
読
ん
で
見
る
と
、

動
き
も
出
来
ぬ
病
人
の
生
活
の
気
持
が
出
て
来
て
ゐ
る
。
病
人
が
じ
つ
と

こ
ら
へ
て
自
然
の
移
り
替
り
と
自
分
の
心
持
と
、
日
々
の
様
子
を
見
て
ゐ

る
。
い
、
歌
で
あ
る
。
子
規
の
も
少
し
前
の
身
体
の
よ
い
頃
に
は
も
つ
と

の
ん
び
り
し
て
ゐ
る
。

る

子
規
は
俳
句
で
も
ご
く
い
ら
い
ら
し
た
気
分
、
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
出
す
事

を
避
け
て
、
出
来
る
だ
け
自
分
を
抑
へ
て
眺
め
た
。
子
規
が
死
に
、
門
人

が
多
く
、
今
だ
に
直
門
の
人
が
相
当
に
生
き
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
昔
と
違

つ
て
昔
な
ら
都
に
ゐ
る
か
、
技
佃
の
よ
い
為
に
評
判
が
の
ぽ
る
人
で
は
文

学
者
は
雑
誌
を
持
た
ね
ば
偉
く
見
え
ぬ
。

子
規
門
の
一
人
で
、
た
ゞ
一
人
雑
誌
を
持
つ
て
ゐ
た
の
が
佐
千
夫
で

（幸

次
郎
）
、

左
千
夫
が
代
表
し
た
。
乳
屋
で
あ
っ
た
。
佐
千
夫
か
ら
し
て
根

岸
派
の
歌
の
方
角
が
定
つ
て
来
た
。
子
規
で
は
、
大
体
歌
は
か
う
と
定
つ

た
。
子
規
は
、
ど
ん
な
苦
し
み
も
悲
し
み
も
平
気
で
作
る
態
度
の
人
。
佐

千
夫
の
歌
に
も
か
ら
か
い
の
歌
等
な
く
、
ご
く
や
は
ら
か
で
、
自
分
の
云

ふ
事
を
説
明
で
な
く
気
分
的
に
深
く
入
ら
う
と
し
た
。
女
の
人
が
歌
に
入

る
の
に
は
佐
千
夫
、
千
樫
等
の
歌
集
が
い
、
と
思
ふ
。

こ
の
佐
千
夫
に
な
つ
て
か
ら
根
岸
派
の
歌
に
深
味
が
出
て
来
た
。
い
つ
ま

で
も
若
い
気
持
で
ゐ
た
人
で
あ
る
。
文
学
者
は
若
々
し
い
気
分
を
持
つ
こ

と
の
出
来
る
人
が

一
番
偉
い
。

こ
と
わ
り
に
生
く
る
な
ら
ね
ば
人
の
つ
く
す
正
し
き
言
も
わ
れ
を
救

は
ず

大
正
二
年
没
。
四
十
二
年
の
歌
、
牛
乳
屋
で
貧
乏
で
、
牛
は
病
に
な
り
、

子
供
は
水
に
溺
れ
て
死
ん
だ
等
云
ふ
中
で
歌
を
作
っ
て
ゐ
た
。
人
間
は
道

理
や
理
屈
で
生
き
て
ゐ
る
の
で
な
い
。
哲
学

・
宗
教
で
生
き
て
ゐ
る
の
で

な
い
。
生
き
る
方
便
は
外
に
あ
る
。
自
分
は
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
で
救
つ
て

ほ
し
い
。
人
が
出
て
精
一
杯
説
い
て
く
れ
る
正
し
い
語
も
わ
れ
を
救
つ
て

く
れ
な
い
。
救
つ
て
欲
し
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
自
分
自
身
で
不
甲
斐
な
い

と
さ
へ
思
ふ
て
ゐ
る
人
の
好
意
も
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
救
は
れ
切
れ

る
事
が
出
来
ぬ
。
す
べ
て
わ
か

つ
て
ゐ
る
か
。
こ
ん
な
の
は
世
の
甘
い
も

酸
い
も
祇
め
て
苦
し
ん
だ
の
で
、
こ
れ
等
に
や
は
ら
か
に
云
へ
た
の
で
あ

る
。
若
い
時
に
車
引
き
っ
こ
堀
に
落
ち
た
人
。
理
屈
ぽ
い
が
調
子
を
見
れ

ば
同
感
出
来
る
。

同
年
、
根
岸
派
で
は
連
作
を
し
た
。
一

首
で
は
だ
め
だ
、
何
首
で
も
続
け

て
作
ら
ぬ
と
全
体
の
生
活
が
出
て
来
ぬ
、
高
い
気
持
の
前
後
を
作
ら
ぬ
と
、

生
活
が
全
体
わ
か
ら
ぬ
と
云
ふ
事
を
子
規
が
云
ひ
、
根
岸
派
よ
り
そ
の
形

が
盛
ん
に
な

っ
た
。

春
の
葉
の
わ
か
や
ぐ
森
に
浮
く
煙
わ
が
恋
ふ
る
人
や
朝
か
し
ぎ
す
る
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春
の
菓
の
若
や
か
に
萌
え
て
ゐ
る
森
に
煙
が
浮
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
自
分

の
恋
ふ
る
人
が
朝
か
し
ぎ
を
し
て
ゐ
る
の
か
。

（マ

マ）

吾
妹
子
が
炊
ぐ
け
ぶ
り
と
妹
が
目
し
現
し
く
う
か
ぶ
わ
が
心
ど
に

自
分
の
愛
人
の
親
称
I

わ
ぎ
も
こ
。
外
を
見
て
ゐ
る
と
、
煙
が
森
か
ら

（
マ
マ
）

浮
い
て
出
て
米
る
。

「
わ
が
心
ど
」
は
、
学
問
が
な
い
の
で
詞
が
間
違
っ

（マ

マ
）

て
ゐ
る
。
感
の
み
で
や
っ
た
人
故
に
、
「
心
ど
」
と
云
ふ
事
は
元
気
と
云

ふ
事
で
あ
る
ら
し
い
が
先
生
は
心
の
底
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

妹
の
目
が
ま
ざ
／
＼
と
浮
ん
で
来
る
。
自
分
の
心
の
底
に
。
苦
労
し
過
ぎ

て
、
背
の
凝
る
歌
で
あ
る
。
愛
人
の
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
て
ゐ
る
中
に
、
愛

人
の
顔
が
心
の
中
に
浮
ん
で
来
る
。

春
の
樹
に
浮
く
さ
け
む
り
の
う
つ
ら
う
つ
ら
妹
に
わ
が
恋
ふ
る
わ
が

恋
心

「恋
ふ
る
」
を
重
ね
て
、
却
つ
て
有
効
な
の
で
あ
る
。
極
＜
淡
泊
だ
が
、

気
分
は
深
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
歌
、
淡
泊
で
印
象
が
深
い
歌
で
あ
る
。

こ
の
先
生
の
門
人
は
ア
ラ
、
ギ
の
主
な
人
た
ち
で
あ
る
。
大
抵
、
ア
ラ
、

ギ
は
今
で
も
短
歌
の
世
界
で

一
番
の
雑
誌
で
あ
る
。
今
の
歌
を
見
る
の
に

は
、
ア
ラ
、
ギ
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
。
文
学
の
雑
誌
は
、
ど
つ
し
り
し

た
も
の
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
書
物
を
一
冊
読
め
ば
、
誌
を
百
冊
読
ん
だ

ほ
ど
た
め
に
な
る
。
時
代
の
移
り
を
知
る
の
に
は
誌
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

読
む
の
に
は
、
良
い
雑
誌
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
純
さ
が
残
る
の
で
あ

る
。
三
文
雑
誌
は
読
ん
で
好
き
な
の
は
自
分
の
堕
蕗
で
あ
る
。
ま
づ
油
む

の
は
ア
ラ
、
ギ
。
そ
の
他
に
歌
の
雑
誌
で
し
つ
か
り
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ

る
。
今
で
は
紙
の
厚
さ
と
本
の
厚
さ
に
比
例
し
て
ゐ
る
。

ア
ラ
、
ギ
の
歌
を
す
る
。
読
む
の
に
は
茂
吉
、
赤
彦
、
古
泉
千
樫
。
こ
の

――一
人
の
話
を
す
る
。
伊
藤
師
の
古
い
門
人
で
傑
出
し
て
ゐ
る
の
は
茂
吉
と

千
樫
で
あ
る
。
千
樫
は
、
佐
千
夫
の
影
響
を
非
常
に
受
け
て
ゐ
て
、
名
前

も
貰
っ
た
の
で
あ
る
（
幾
太
郎
）
。
ア
ラ
、
ギ
で
は
、
写
生
を
や
か
ま
し

＜
云
ふ
。
連
作
と
写
生
は
根
岸
派
の
昔
か
ら
（
子
規
が
唱
へ
た
）
財
産
で

あ
る
。
今
ま
で
歌
作
空
想
で
あ
っ
た
の
を
こ
れ
か
ら
は
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
た
。
寝
な
が
ら
ス
ケ
ッ
チ
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

硝
子
障
子
を
弟
子
が
入
れ
て
や
っ
た
の
で
非
常
に
喜
ん
だ
。
写
生
を
子
規

が
歌
で
唱

へ
た
の
は
俳
旬
の
影
響
で
そ
れ
は
画
の
ス
ケ
ッ
チ
の
影
響
で
あ

る
。
主
張
か
ら
云
ふ
と
写
生
、
作
物
の
上
に
は
抽
象
的
な
も
の
も
あ
る
が
。

佐
千
夫
は
大
体
写
生
だ
が
、
自
分
で
は
云
は
ぬ
。
穏
や
か
で
、
深
み
の
あ

る
も
の
、
気
持
を
い
た
は
つ
て
ま
ど
か
な
気
持
は
ま
ど
か
に
、
暖
か
い
気

持
は
暖
か
く
写
し
て
ゐ
る
が
、

写
生
と
は
云
へ
ぬ
。
先
生
も
云
は
な
か
つ

こ
°

t
 

佐
千
夫
の
門
人
が
勉
強
し
て
写
生
を
唱
へ
た
。
佐
千
夫
の
晩
年
、
啄
木
（
寛

の
弟
子
）
の
影
響
を
受
け
て
歌
が
変
っ
た
。
佐
千
夫
の
歌
に
も
影
響
が
出

て
ゐ
る
。
啄
木
の
概
然
的
、
智
識
的
な
と
こ
ろ
を
、
佐
千
夫
は
生
か
し
て

来
た
の
で
あ
る
。
門
人
等
は
も
っ
と
変
化
し
た
く
て
、
又
さ
ら
に
変
つ
て

米
た
。
極
端
に
新
し
く
な
っ
た
の
は
、
茂
吉
で
あ
る
。
変
つ
た
事
を
詠
み

出
し
た
。
狂
人
の
歌
。
変
態
な
感
じ
を
世
の
中
の
も
の
は
す
べ
て
持
つ
て

ゐ
る
。
変
態
な
感
じ
で
見
れ
ば
見
え
る
。
変
態
な
感
じ
を
自
身
持
つ
て
ゐ

る
。
さ
う
い
ふ
歌
を
茂
吉
が
作
っ
た
。
は
じ
め
、
余
計
に
多
い
。
茂
吉
が

川
て
、
ア
ラ
、
ギ
の
歌
が
非
常
に
変
つ
て
世
に
認
め
ら
れ
て
来
た
。
す
る

と
仲
間
の
歌
も
世
か
ら
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
島
木
赤
彦
は
、
信
州
の
教
育

家
で
、
上
京
し
、
ア
ラ
、
ギ
を
経
営
し
て
行
っ
た
人
で
あ
る
。
十
年
間
に
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ア
ラ
、
ギ
と
自
分
の
歌
を
立
派
に
し
た
。
彼
の
歌
は
歌
と
し
て
動
か
せ
ぬ

と
こ
ろ
ま
で
叩
き
あ
げ
る
事
が
理
想
。
何
首
も
歌
を
作
っ
て
お
い
て
、
後

に
手
を
入
れ
て
自
分
の
感
じ
た
事
に
近
づ
け
て
行
く
。
そ
れ
は
若
い
人
等

が
よ
く
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
分
の
歌
に
権
威
を
認
め
る

の
は
誤
り
。
当
時
は
う
ぬ
ぼ
れ
。
事
実
と
ら
は
れ
て
ゐ
て
客
観
が
出
来
ぬ
。

習
作
を
作
っ
て
お
い
て
の
ち
に
、
も
と
の
感
じ
に
近
づ
け
て
行
っ
た
。
赤

彦
は
一
っ
の
歌
を
三
年
も
五
年
も
手
を
入
れ
て
ゐ
た
人
で
あ
っ
て
、
非
常

に
苦
し
ん
だ
人
で
、
そ
の
時
に
感
じ
た
事
を
嘘
い
つ
は
り
な
し
に
表
は
さ

う
と
苦
労
し
、
大
体
に
成
功
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
人
の
歌
集
も
改
造
文

庫
に
あ
る
。
女
の
人
に
は
少
し
向
か
な
い
。
堅
す
ぎ
て
。
こ
と
に
写
生
―

点
張
り
。
外
界
も
内
界
も
写
す
。
出
来
る
だ
け
自
分
の
心
持
、
そ
の
調
子

ま
で
出
さ
う
と
し
た
人
で
あ
る
。
赤
彦
、
茂
吉
に
な
る
と
子
規
の
写
生
の

意
味
が
変
つ
た
。

一
心
に
も
の
を
見
つ
め
て
、
そ
の
ま
A

あ
ら
は
さ
う
と

し
て
ゐ
る
と
、
そ
の
も
の
、
精
神
が
現
は
れ
て
来
る
。

紅
業
を

一
心
に
写
し
て
、
水
彩
画
で
な
く
、
心
を
打
た
れ
た
と
こ
ろ
を
つ

き
つ
け
て
行
く
と
紅
葉
の
生
根
が
出
て
行
く
。
顔
で
も
ス
ケ
ッ
チ
す
る
だ

け
で
は
死
ん
で
ゐ
る
。
一
々
の
事
を
詳
し
く
見
て
行
く
と
、
そ
の
人
の
精

神
の
宿
っ
た
絵
が
出
来
る
の
は
事
実
。
対
照
が
自
分
の
心
と
同
じ
事
で
あ

る
。
写
生
は
生
根
を
写
す
事
に
な
る
。
外
形
を
と
る
だ
け
で
な
く
、
紅
葉

の
内
界
に
迫
つ
て
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
く
。
結
極
は
、
自
分
が
写
す
の

で
、
自
分
が
出
て
来
る
の
と
同
じ
く
、
写
生
と
云
ふ
事
は
支
那
の
画
の
上

で
は
、
物
の
真
髄
を
写
す
事
に
な
る
。
偶
然
ア
ラ
、
ギ
の
写
生
歌
が
そ
こ

ま
で
行
き
、
い
よ
／
＼
力
を
得
て
歌
を
進
め
た
。
そ
こ
ま
で
行
け
ば
写
生

で
も
偉
い
も
の
で
あ
る
。
う
ち
こ
ん
で
真
髄
ま
で
行
く
。

佐
千
夫
の
本
当
の
歌
の
系
統
、
先
生
の
愛
を
そ
の
ま
こ
伝
へ
た
人
、
姿
を

そ
の
ま
、
更
に
延
し
て
行
っ
た
人
で
あ
る
。
ま
だ
佐
千
夫
で
は
女
に
合
は

ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

千
樫
は
、
女
の
代
は
り
に
云
ふ
て
く
れ
た
と
い
ふ
位
で
そ
の
□
高
の
と
こ

ろ
、
柔
ら
か
で
、
素
直
で
、
弾
力
が
あ
っ
て
、
気
品
が
あ
っ
て
、
大
や
う

な
と
こ
ろ
が
こ
の
人
に
出
て
ゐ
る
。

今
の
歌
は
ど
う
も
女
に
む
か
な
い
。
昔
1

平
安
朝
ま
で
は
殆
ん
ど
女
で

あ
っ
た
が
、
今
歌
で
は
女
で
は
手
も
足
も
出
な
い
。
歌
が
女
に
合
は
な
い
。

女
が
勝
手
の
文
学
を
拓
け
ば
、
別
の
事
、
後
か
ら
つ
い
て
行
っ
て
ゐ
る
か

ら
い
け
ぬ
。

古
泉
さ
ん
は
女
の
人
の
今
後
の
道
を
示
し
て
ゐ
る
。
女
の
歌
人
を
は
ぐ
、

み
育
て
る
室
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
千
樫
の
歌
集
も
川
の
ほ
と
り
と
て
改

造
文
庫
に
あ
る
。
越
中
島
の
水
難
救
済
会
に
ゐ
た
人
故
。
房
州
の
人
。

み
ん
な
み
の
嶺
岡
山
の
焼
く
る
火
の
こ
よ
ひ
も
赤
く
見
え
に
け
る
か

山
火
事
の
歌
で
昨
夕
も
火
が
見
え
て
ゐ
た
。
昼
は
注
意
深
く
見
て
ゐ
な
い
。

今
晩
も
燃
え
て
ゐ
る
。
説
明
し
な
い
方
が
よ
い
。
よ
く
わ
か
る
と
、
説
明

で
連
想
が
曲
が
る
。
穏
や
か
で
、
ゆ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
弾
力
が

ぴ
し
つ
と
あ
る
。
簡
単
だ
け
れ
ど
も
、
足
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
な
い
。
円
満
に

整
ふ
て
ゐ
る
。

山
火
事
の
火
影
お
ぽ
ろ
に
宵
ふ
け
て
家
居
か
な
し
も
妹
に
恋
ひ
つ
つ

焦
つ
て
ゐ
る
心
と
外
界
の
様
子
と
抑
へ
て
ゐ
る
心
と
、
調
子

一
切
よ
く
わ

か
る
。山

焼
の
火
か
げ
明
り
て
あ
た
た
か
に
晏
る
こ
の
夜
を
わ
が
ひ
と
り
寝

も
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こ
ん
な
人
が
死
に
か
け
に
な
る
と
、
や
は
り
す
ご
い
と
こ
ろ
が
出
て
来
る
。

分
け
入
り
て
い
く
ら
歩
み
し
夕
あ
か
り
い
よ
よ
か
す
け
き
高
草
の
原

歩
い
て
も
／
＼
で
夕
あ
か
り
が
消
え
ぬ
。
も
う
こ
ん
な
に
歩
い
た
か
ら
暮

れ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
音
も
な
く
し
ん
と
し
て
、
自
分
の
心
の
澄
み
切

つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
示
す
こ
と
ば
。
普
通
な
ら
こ
わ
い
と
こ
ろ
、
何
か
打

た
れ
る
や
う
な
気
持
が
あ
る
。
今
で
は
諸
君
に
は
こ
の
気
持
が
半
分
位
し

か
わ
か
ら
ぬ
と
思
ふ
。
こ
ん
な
歌
を
世
人
が
わ
か
ら
ぬ
癖
に
真
似
る
か
ら

い
け
な
い
。

夕
ふ
か
き
高
草
の
な
か
に
歩
み
入
れ
り
頭
の
う
へ
を
鴛
の
飛
ぶ
音

静
か
な
歌
で
あ
る
。
頭
の
上
に
鷺
が
飛
ん
だ
音
が
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
事

で
あ
る
。
静
か
な
自
分
だ
け
が
ゐ
る
世
界
の
様
な
気
が
し
て
ゐ
る
。
そ
こ

ヘ
ひ
よ
っ
と
「
惹
の
音
が
し
た
」。「

」
内
は
足
り
な
い
。

麻
草
原
あ
ゆ
み
か
へ
せ
ば
西
あ
か
り
ま
な
こ
に
泌
み
て
い
よ
よ
暗
し

何
も
な
い
が
、
よ
く
読
む
と
わ
か
る
o

i

西
あ
か
り
ま
な
こ
に
泌
み
て
」

が
中
心
で
あ
る
。
「高
草
原
あ
ゆ
み
か
へ
せ
ば
」
は
い
ら
ぬ
が
、
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
云
ふ
。
こ
、
が
重
要
に
な
つ
て
は
い
け
な
い
。
こ
ん
な
ぽ

っ
と
し
た
歌
が
出
来
て
来
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
自
分
の
代
り
に
歌
っ

て
貰
つ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

夕
ふ
か
し
う
ま
や
の
蚊
遣
燃
え
立
ち
て
親
子
の
馬
の
顔
あ
か
く
見
ゆ

こ
ん
な
歌
を
世
人
は
動
物
に
愛
情
が
あ
る
と
云
ふ
が
、
そ
ん
な
事
を
思
ふ

て
作
っ
て
ゐ
る
の
で
な
く
て
、
瞬
間
に
ほ
つ
と
し
て
ゐ
る
。
自
分
の
生
活

と
馬
の
生
活
と
同
じ
も
の
だ
と
思
ふ
て
ゐ
れ
ば
、
か
、
る
気
持
が
出
て
来

も む

る
。
あ
ま
り
違
ひ
を
意
識
し
て
ゐ
過
ぎ
る
。
そ
ん
な
階
級
の
人
は
富
ん
だ

人
を
憎
み
、
富
む
人
は
低
い
人
を
望
む
。
田
舎
で
は
馬
も
人
も
一
緒
に
生

活
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
へ
ほ
つ
と
帰
つ
て
来
て
、
こ
い
つ
の
ゐ
る
と
こ
ろ
へ

帰
つ
て
米
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
物
の
解
釈
も
常
識

一
ぺ
ん
で
は
だ
め
。

か
く
歌
が
変
化
、
深
つ
て
来
、
今
に
さ
う
い

ふ
態
度
が
世
間
に
行
き
渡
つ

て
ゐ
る
。
世
間
に
ア
ラ
、
ギ
に
反
対
す
る
人
が
多
い
。
ア
ラ
、
ギ
を
意
識

し
過
ぎ
、
又
は
出
て
及
ば
ぬ
故
に
い
け
な
い
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

意
識
せ
ず
に
い
、
も
の
を
作
る
や
う
に
な
ら
ぬ
と
い
け
ぬ
。
丁
度
啄
木
は
、

誰
と
も
意
識
せ
ず
、
出
た
。
優
れ
た
人
で
な
い
と
出
来
な
い
。

ア
ラ
、
ギ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
歌
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
で

あ
る
。
そ
の
中
で
、
ど
の
程
度
ま
で
近
代
生
活
が
表
は
せ
る
か
。
ど
の
道
、

近
代
生
活
は
盛
れ
ぬ
、

勇
気
の
な
い
人
が
、
文
学
の
作
れ
ぬ
人
が
ア
ラ

、

ギ
に
入
っ
た
。
世
間
ヘ

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
出
て
、
歌
を
社
会
運
動
の
手
段

に
し
や
う
と
す
る
人
が
出
て
来
た
。
そ
も
／
＼
｀
考
へ
方
が
間
違
ひ
で
あ
る
。

歌
で
な
く
て
、
も
つ
と
鋭
い
道
具
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
古
典
的

と
は
云
へ
、
古
典
と
近
代
生
活
の
中
に
亡
び
ぬ
、
変
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

人
間
の
心
の
中
に
あ
る
詞
や
時
代
的
の
智
識
で
変
ら
ぬ
人
間
の
情
熱
で
あ

る
。
情
熱
は
変
ら
ぬ
。
昔
の
人
の
方
が
む
し
ろ
優
れ
て
ゐ
た
。
わ
れ
／
＼

は
、
歌
で
そ
れ
を
得
や
う
と
す
る
。
本
意
の
も
の
で
あ
る
。
外
に
何
に
も

な
い
。

今
度
の
歌
は
、
始
め
の
出
方
が
落
ち
着
き
過
ぎ
て
新
派
の
歌
。
日
本
の
短

歌
の
歴
史
を
解
剖
す
る
事
が
出
米
な
か

っ
た
。
大
体
、
筋
が
通
つ
て
ゐ
る

と
思
ふ
。
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