
茂
吉
の
挽
歌
群
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み
の
」

-
V
-
能
・
>
c
'
'
-
L
L
 
L
に
考
-
サ
(
り

T
は
じ
め
に

山
∵
言
,
;
二
三
・
蝣
・
'

蝣
.
.
.
蝣
*
*
-
∴
(
&
S
?
"
-

六
也

9

月

刊

)
で
は
,
そ
の
,
自
然
詠
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み
の
」
(
四
四
例
)
を

対
象
と
し
た
。
つ
づ
い
て
'
人
事
詠
に
お
け
る
七
二
例
の
「
う
つ
せ
み
の
」
の

考
察
に
は
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
.

r
う
つ
せ
み
の
」
を
含
ん
で
い
る
人
頭
詠
、
七
二
首
二
百
一
例
)
の
崇
材

°

で
、
も
っ
と
も
大
き
な
位
置
を
占
埼
て
い
る
の
は
死
で
あ
る
.
死
を
素
材
に
し

た
も
の
-
挽
歌
が
、
こ
の
う
ち
に
一
四
首
あ
る
。

は
'
人
間
に
L
J
r
て
-
-
_
u
.
-
杏
-
」
・
・
)
蝣
'
i
I
な
い
w
r
K
P
あ
り
へ
　
ま
た
不
可
山

な
S
l
^
で
A
る
v
r
.
に
、
K
'
i
;
-
r
に
お
い
て
も
'
㌫
Q
f
i
r
H
と
し
て
は
れ
大
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
扱
い
ざ
ま
は
'
近
代
の
茂
薯
に
し
て
も
同
様
で
あ

り
'
「
赤
光
」
か
ら
「
つ
き
か
げ
」
に
い
た
る
歌
'
一
四
へ
　
二
二
九
首
の
う

ち
、
管
見
に
は
人
へ
つ
た
挽
歌
は
へ
さ
き
の
一
四
百
を
も
あ
わ
せ
て
'
(
注
-
)
九

四
〇
百
あ
る
。

九
四
〇
首
の
-
ち
の
一
四
百
は
'
約
六
七
首
に
一
百
の
割
で
あ
る
か
ら
'
そ

う
多
い
数
と
は
言
え
ま
い
o
 
L
か
し
'
死
を
素
材
と
し
た
も
の
に
ま
と
ま
っ
て

山

巴

r
s

一
四
百
も
'
「
う
つ
せ
み
の
」
が
み
え
る
と
い
う
こ
と
は
'
茂
告
の
「
う
つ
せ

み
の
」
で
は
重
覇
な
問
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を
含
む
人

O
e

事
詠
七
二
首
の
素
材
で
'
死
の
次
に
多
い
の
は
、
老
い
(
自
己
の
)
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
〇
百
を
数
え
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
病
苦
へ
自
他
の
)
、
生
括
苦
'

師
友
へ
兄
弟
の
愛
(
広
い
意
味
で
の
相
聞
的
要
素
)
な
ど
が
目
に
つ
-
が
'
一

四
首
・
一
〇
首
ま
で
に
は
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。

万
堤
の
「
う
つ
せ
み
の
」
三
一
例
は
'
す
べ
て
人
等
詠
に
み
え
る
が
、
い
ま

そ
の
崇
材
を
み
る
と
'
相
聞
歌
が
圧
倒
的
で
一
七
例
(
恋
愛
の
は
か
'
親
子
・

兄
弟
・
夫
婦
の
愛
の
歌
を
も
含
む
)
、
次
が
挽
歌
で
六
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ

∵
:
'
*
・
l
~
.
;
:
;
蝣
蝣
'
,
に
;
い
ら
れ
・
.
!
.
/
-
>
J
い
う
1
j
　
-
y
り
"
*
*
"
.
'
L
<
'
1
-
蝣
;
'
.
'
*

の
「
う
つ
せ
み
の
」
の
性
格
'
機
能
を
考
え
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
ろ
う
。

茂
台
の
相
聞
歌
に
こ
れ
が
少
な
い
(
恋
愛
歌
に
な
-
'
広
い
意
味
で
の
相
聞
的

一
墨
r
-
 
'
-
-
 
'
.
 
"
"
む
J
L
t
:
'
-
:
:
-
 
"
-
¥
'
x
<
入
一
八
㌢
[
=
ニ
∵
.
;
こ
し
-
一
∴
.
 
'
仕
L
w
t
一
∴
,
_
 
-
詛
'

び
と
が
相
聞
歌
に
こ
れ
を
多
く
用
い
た
理
由
に
つ
き
、
考
え
る
機
会
を
別
に
も

つ
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
た
び
は
'
茂
書
の
七
二
首
の
う
ち
で
も
っ
と
も
多
い
挽
歌
群
に
着
目
す

2 ST)



る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
事
詠
で
、
死
を
素
材
に
し
た
も
の
に
ま
と
ま
っ
て
一

四
百
も
「
う
.
つ
せ
み
の
」
が
み
え
る
事
実
を
注
視
し
'
彼
が
挽
歌
に
こ
れ
だ
け

「
-
つ
せ
み
の
」
を
用
い
た
悪
因
を
'
万
堤
の
挽
歌
群
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み

の
)
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
.

二
　
茂
吉
挽
歌
の
基
本
的
特
色

<
5
-
=
　
　
　
岩
淵
i
t
s
汀
の
蝣
牀
>
・
=
!
別
　
　
式
別
一
㍍
渋
∨

茂
吉
が
へ
そ
の
挽
歌
に
、
枕
詞
「
う
つ
せ
み
の
」
を
含
ま
せ
た
一
四
首
の
場

合
は
'
彼
に
と
っ
て
t
,
J
れ
を
含
ま
せ
な
か
っ
た
九
二
六
首
の
場
合
に
く
ら
べ

て
'
何
か
特
殊
な
場
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
へ
　
九
四
〇
首
の
挽
歌

の
'
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
次
の
節

一
芸
と
第
二
翼
前
者
は
'
九
四
C
首
を
へ
そ
の
題
目
・
形
式
別
に
、
後
者

は
、
年
代
・
対
人
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

びと 6
ち
し

2
また らあ 光 赤 1

敬
負
名

昭

6 I.1 蝣1

大
2 44

覗
43

(i

. J

刺
空作

l叩 ー (5) 53 m i G3 釈

隆

,応、上

良
m .

道
の

」
が =朱 死 お 也

の
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「
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つ
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l

287

題
目
の
配
列
順
序
は
'

全
額
に
出
て
-
る
順
序
で
あ
る
。

形
式
は
'
連
作
に
よ
る
か
単
作
に
よ
る
か
を
視
点
と
し
て
'

a
、
b
t

c
t
 
d
、
の
四
つ
に
分
類
し
た
。

a
-
一
つ
の
大
粒
目
あ
る
い
は
小
題
目
の
も
と
に
、
そ
の
一
連
を
構
成

す
る
二
首
以
上
の
歌
が
'
す
べ
て
挽
歌
的
内
容
を
も
つ
も
の
。

・
Q
.
.
.
一
つ
の
大
誕
目
あ
る
い
は
小
間
日
の
も
と
に
あ
る
一
首
の
歌
が
'

挽
歌
的
内
容
を
も
つ
も
の
。

u
・
蝣
蝣
一
つ
の
大
題
目
あ
る
い
は
小
題
目
の
も
と
に
、
そ
の
一
連
を
構
成



す
る
三
百
以
上
の
歌
の
う
ち
'
二
百
以
上
が
挽
歌
的
内
容
を
も
つ
も

の
.
こ
れ
に
は
さ
ら
に
次
の
四
種
が
あ
る

c
二
　
　
十
　
　
　
し
て
い
て
t
 
r
/
.
z
'
.
z
*
?
i
¥
n
.
:
9
蝣
a
る
も
の
。

◎
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
で
あ
る
も
の
。

i
.
二
首
以
上
が
迅
続
し
て
い
な
く
て
'
被
挽
歌
者
が
同
一
で
あ
る
も

の
。

ゥ

ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
で
あ
る
も
の
。

そ
こ
で
、
C
た
は
○
'
㊥
に
は
・
'
㊥
に
は
△
、
④
に
は
×
を
へ
　
そ
れ
ぞ

れ
上
に
つ
け
て
区
別
し
た
。

d
-
一
つ
の
大
詔
D
I
r
あ
る
い
は
小
祝
日
の
も
と
に
、
そ
の
一
連
を
構
成

す
る
三
首
以
上
の
歌
の
う
ち
へ
挽
歌
的
内
容
を
も
つ
も
の
が
一
首
あ

る
も
の
。

3
　
制
作
年
次
欄
の
(
　
　
)
内
の
数
字
は
'
そ
の
年
の
挽
歌
の
総
数
で
あ

る
。

4
　
大
・
小
間
目
の
上
の
・
は
そ
の
一
連
中
に
「
う
つ
せ
み
の
」
を
含
む
歌

が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

<
付
l
i
>

右
の
手
つ
づ
き
を
経
て
'
九
四
〇
首
の
す
べ
て
に
わ
た
り
整
理
し
て
い
る

が
こ
こ
に
は
'
'
「
-
つ
せ
み
の
を
用
い
て
い
る
歌
の
み
え
る
'
題
目
・
形

式
と
'
他
に
は
、
a
、
b
t
u
 
c
e
-
㊤
ま
で
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
)
d
t
　
の

四
形
式
の
い
ず
れ
も
み
え
て
い
る
年
次
の
う
ち
か
ら
'
任
意
の
一
年
を
と

り
出
し
て
示
す
に
と
ど
め
た
。
ち
な
み
に
'

①
小
題
目
や
前
語
に
元
さ
れ
て
い
る
制
作
年
月
(
R
)
の
お
な
じ
も
の
は
同

時
作
と
し
へ
そ
れ
の
こ
と
な
る
も
の
お
よ
び
'
大
韻
目
は
お
な
じ
で
も
小

前
日
が
い
く
つ
か
に
わ
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
作
ら
れ

た
も
の
と
み
て
、
い
ま
'
挽
新
制
作
の
延
回
数
を
数
え
る
と
'
三
一
二
回

にiJ:<oO

㊤
三
一
二
回
を
形
式
別
に
す
る
と
へ
ユ
ー
一
一
六
回
へ
;
-
八
七
回
c
I
三

五
回
(
○
=
1
・
=
I
へ
　
△
-
'
C
へ
　
×
=
9
)
、
b
I
七
四
回
で
t
 
a
が

旺
;
^
-
L
3
に
斗
い
。

2S8

茂
吉
挽
歌
群
の
年
代
別
・
対
人
別
一
覧
表
∨
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注
-
　
被
挽
訳
者
は
、
彼
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
順
に
配
列
し
て
番
号
を
つ

け
た
。

2
　
年
次
の
上
の
・
は
'
そ
の
年
に
挽
歌
の
な
い
こ
と
を
示
す
。
(
「
赤

光
」
に
は
明
治
三
八
年
以
降
の
花
が
は
入
っ
て
い
る
が
、
三
八
-
四
二

年
ま
で
は
挽
歌
は
な
い
O
な
お
、
「
赤
光
」
は
初
板
に
よ
る
o
)

紙
の
.
‥
i
'
&
は
'
　
ト
音
二
'
^
i
-
(
蝣
蝣
!
に
は
¥
-
.
)
'
-

①
数
値
を
○
で
か
こ
ん
だ
の
は
、
そ
の
中
の
一
首
に
「
-
つ
せ
み
の
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

◎
数
倍
を
0
に
入
れ
た
の
は
'
被
挽
歌
者
が
一
人
で
な
い
こ
と
を
元

す
。

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

蝣

j

-

.

.

蝣

-

-

)

・
t
J
蝣
-
)
一
首
ペ
Y
z
y
r
l
f
い
く
J
C
-
誉
"
t
'
-
'
v
:
ご
*
5
i
<
?
>
J
L
」
至
試
す
.
ま
た
、

国
は
(
昭
空
六
年
,
蒜
の
場
合
)
,
三
首
の
-
も
の
一
首

・
T
ニ
年
十
大
j
>
;
;
-
'
l
;
-
p
^
.
‥
蝣
>
I
J
と
k
'
-
'
l
-
i
㌔

4
　
在
次
別
合
計
は
'
被
税
故
老
が
二
人
の
も
'
す
べ
て
一
人
と
し
て
算
出

-
-
:
;
"
∵
'
^
C
'
㌍
　
　
㌫
L
J
は
^
.
・
^
r
-
a
-
＼
t
　
　
を
L
j
砧
に

数
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
。

5
　
領
摺
頂
堵
別
今
計
の
数
値
で
'
破
損
筒
者
が
一
人
で
な
い
の
は
'
そ
の



数
を
○
で
か
こ
ん
で
小
さ
く
示
し
た
。
た
と
え
ば
,
闇
F
(
生
早

い
-
の
場
合
)
は
'
挽
歌
数
七
一
首
の
う
ち
へ
四
首
は
他
の
被
挽
歌
者

と
共
通
で
あ
る
と
い
う
意
。

<
付
'
i
>

右
の
手
つ
づ
幸
を
経
て
'
九
四
〇
首
の
す
べ
て
に
わ
た
り
整
理
し
て
い
る

が
,
こ
こ
に
は
、
「
う
つ
せ
み
の
」
を
閃
い
て
い
る
歌
の
み
え
て
い
る
被
挽

歌
者
の
場
合
だ
け
を
示
す
に
と
ど
め
た
O
ち
な
み
に
へ

の
被
挽
歌
者
の
数
は
、
個
人
だ
け
で
一
二
二
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

⑧
二
三
名
の
う
ち
へ
も
っ
と
も
多
い
の
は
'
生
母
い
-
の
七
一
百
へ
つ
い

で
、
赤
彦
(
六
五
首
)
左
千
夫
(
六
一
首
)
'
祖
母
ひ
で
(
E
l
八
首
)
、

節
(
三
九
百
二
子
規
・
売
父
　
-
　
紀
一
(
い
ず
れ
も
三
四
首
)
'
人

間
・
棟
望
ロ
(
い
ず
れ
も
三
三
百
)
　
の
順
.
個
人
以
外
で
は
'
狂
者
の
五
一

首
が
多
い
。

第
一
表
で
は
'
彼
の
挽
歌
に
も
連
作
に
よ
も
も
の
と
餌
作
に
こ
よ
る
も
の
と
が

あ
る
こ
と
'
ま
た
'
違
作
・
適
作
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
'
は
じ
め
か
ら
【
挽
歌
」

「
追
悼
」
な
ど
と
明
示
し
て
い
る
も
.
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
へ

す
な
わ
ち
t
 
a
、
-
 
'
C
、
d
、
の
四
つ
の
形
式
の
あ
る
こ
と
が
苅
嬰
で
あ
る
(
荏

参
照
)
。
ど
こ
ま
で
が
同
時
の
作
か
'
な
お
問
題
の
あ
る
も
の
も
な
-
は
な
い

が
、
い
ま
'
付
記
の
①
に
記
し
た
よ
う
な
立
場
で
'
茂
岩
に
お
け
る
挽
歌
の
制

作
回
数
を
数
え
る
と
'
そ
こ
に
も
元
し
た
よ
-
に
'
延
べ
三
一
二
回
に
な
る
o

こ
れ
を
形
式
別
に
み
る
と
、
付
記
の
㊤
に
記
し
た
よ
う
に
'
C
=
が
二
六
回
で

も
っ
と
も
多
-
'
以
下
'
h
d
 
c
の
順
に
な
っ
て
い
る
.

第
二
表
で
は
'
次
の
三
つ
の
こ
と
を
注
ま
し
て
お
き
た
い
o
す
な
わ
ち
へ
そ

の
一
は
'
被
挽
歌
者
が
'
契
父
母
、
糞
父
母
を
は
じ
め
へ
兄
弟
か
ら
師
友
そ
の

他
と
、
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
'
付
記
の
G
)
に
記
し
た
よ
う
に
'
個
人

だ
け
で
一
二
二
名
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
'
そ
の
二
は
、
そ
の
一
二
二
名
の

-
ち
で
は
、
付
記
の
◎
に
記
し
た
よ
-
に
'
生
母
の
挽
歌
が
も
っ
と
も
多
く
へ

次
が
(
注
2
1
'
友
の
赤
琵
'
師
の
左
千
夫
で
あ
る
こ
と
'
そ
の
三
は
'
分
布
の
年

代
は
'
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
瑚
'
昭
年
前
半
に
や
や
環
申
し
て
は
い
る
が
'

明
治
四
三
年
か
ら
昭
和
二
六
年
ま
で
と
い
う
相
当
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
茂
吉
の
挽
歌
群
が
ロ
三
す
る
現
象
の
、
ご
く
顕
著
な
点
に
拝
t
m
し
た
が
、

こ
れ
を
ロ
≡
す
る
の
に
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を
含
む
一
四
首
の
挽
歌
が
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
は
'
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
一
表
に
よ
る
と
,
「
-
つ
せ
み
の
」
を
含
む
一
四
百
の
挽
歌
は
、
各
々
制

作
の
時
を
異
に
し
て
い
る
が
'
ま
っ
た
く
餓
独
に
作
り
付
さ
れ
て
い
る
の
は
二

首
だ
け
で
'
あ
と
は
'
他
の
挽
歌
と
、
あ
る
い
は
校
歌
的
な
内
容
を
も
た
な
い

歌
と
と
も
に
作
り
出
さ
れ
て
い
る
(
1
-
二
回
へ
　
a
I
一
〇
回
へ
d
-
二
回
)
0

C
に
属
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
は
'
こ
こ
で
一
つ
の
項
点
で
あ
る
.
が
t
 
c

は
へ
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
三
一
二
回
の
う
ち
三
五
回
し
か
な
い
の
で
あ

る
か
ら
へ
そ
の
総
数
に
比
例
し
て
い
る
と
み
れ
ば
、
別
に
笥
異
で
は
な
い
'
a

の
多
い
こ
と
も
'
同
様
に
考
え
て
う
な
ず
け
る
が
、
こ
こ
で
'
「
う
つ
せ
み
の
」

に
即
し
て
へ
そ
の
過
半
数
が
達
作
に
よ
る
戎
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
L
.
い
う
事
宍

は
見
の
が
せ
ず
へ
ま
た
、
そ
の
一
連
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み
」
　
(
を
含
む
m

の
位
冠
も
、
間
瓢
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
,
第
二
表
に
よ
る
と
'
被
挽
読
者
は
、
個
人
が
一
二
名
で
'
あ
と
、
狂

者
と
英
霊
と
が
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
で
あ
る
O
投
付
に
つ
い
で
歌
数
の
多
い
赤

彦
・
左
千
夫
の
挽
歌
に
、
「
う
つ
せ
み
の
」
を
用
い
た
の
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
'
こ
れ
の
使
用
と
'
被
挽
歌
者
の
生
前
に
お
け
る
彼
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
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栽
疎
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
と
が
別
に
関
係
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
二

人
の
以
ぶ
れ
j
I
r
肉
身
・
友
人
か
ら
さ
ら
に
は
私
淑
す
る
人
た
ち
と
'
か
な
り

範
囲
が
広
い
。
分
布
の
年
代
も
'
明
治
四
三
年
か
ら
昭
和
二
一
年
ま
で
の
ひ
ろ

が
り
の
中
で
'
明
治
末
-
大
正
初
期
、
昭
和
前
半
に
や
や
賃
中
と
い
う
'
一
般

挽
歌
群
の
傾
向
に
準
じ
て
い
る
。

形
式
・
対
八
・
年
代
な
ど
の
点
で
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を
用
い
た
一
四
首
の

場
合
に
,
こ
れ
を
用
い
て
い
な
い
九
二
六
百
の
場
合
と
い
ち
じ
る
し
い
相
異
が

あ
れ
ば
'
挽
歌
に
「
う
つ
せ
み
の
」
を
用
い
た
岩
図
の
'
あ
る
面
を
う
か
が
い

う
る
の
で
あ
る
が
'
以
上
み
て
き
た
と
お
り
で
'
別
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な

く
'
し
た
が
っ
て
'
意
図
の
す
べ
て
が
も
っ
と
奥
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
へ
告
i
~
*
:
/
門
と
し
て
t
p
-
Z
ァ
:
r
j
i
.
叫
.
寸
-
・
-
>
r
a
j
い
'
r
-
i
.

i
>
.
に
i
r
Z
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
発
想
契
機
に
よ
る
茂
吉
挽
歌
の
華
不
的
性
格

<
I
v
連
作
に
よ
る
も
の
の
場
合

-
は
る
ば
る
と
薬
を
も
ち
て
来
し
わ
れ
を
目
守
り
た
ま
へ
り
わ
れ
は
子
な
れ

ば2
寄
り
添
へ
る
吾
を
日
守
り
て
言
ひ
た
ま
ふ
何
か
い
ひ
た
ま
ふ
わ
れ
は
子
な

れ
ば

3
桑
の
香
の
青
く
た
だ
よ
ふ
朝
明
け
に
塔
へ
が
た
け
れ
ば
母
呼
び
に
け
り

4
死
に
近
き
母
か
緒
を
撫
り
つ
つ
涙
な
が
れ
て
居
た
り
け
る
か
な

L
L
,
我
が
母
よ
死
に
拾
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
削
足
ら
ひ
し
母
よ

6
い
の
ち
あ
る
人
あ
つ
ま
り
て
我
が
母
の
い
の
ち
死
行
く
を
見
た
り
死
ゆ
く

を7
∴
'
-
¥
‥
∴
卜
・

l

こ
れ
ら
は
,
「
哲
治
ふ
母
」
(
宗
光
」
)
昌
3
)
ク
其
の
二
ク
一
四
百
の

な
か
の
も
の
で
あ
る
。

茂
岩
は
,
こ
の
7
の
歌
に
つ
い
て
、
.
r
作
歌
四
十
年
」
の
な
か
で
、
「
母
も

と
う
と
う
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
お
も
ふ
と
、
そ
の
寂
好
は
殆
ど
無
限
の
や
う
な

気
が
す
る
o
　
」
(
注
4
)
と
述
べ
て
い
る
。
放
酎
き
わ
ま
り
な
い
と
は
言
え
、
死

ほ
ど
悲
し
く
寂
し
い
も
の
は
な
い
が
へ
t
l
J
れ
が
、
も
っ
と
も
血
の
つ
な
が
り
の

濃
い
生
母
の
死
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
悲
し
み
も
ま
た
そ
の
極
限
に
達
す
る
。
3
'

4
な
ど
は
'
極
限
に
迂
し
た
そ
の
悲
L
r
叫
を
そ
の
ま
ま
形
象
化
し
た
も
の
と
み

て
よ
か
ろ
う
.
死
を
'
母
の
い
の
ち
を
、
悲
駁
す
る
こ
こ
ろ
一
す
じ
で
'
一
首

は
東
和
心
さ
れ
て
い
る
O

と
こ
ろ
で
'
視
点
を
I
へ
　
2
の
歌
に
移
し
て
、
そ
の
第
五
句
を
見
よ
う
。
と

も
に
、
「
わ
れ
は
子
な
れ
ば
」
と
あ
る
。
一
首
の
感
動
の
莫
中
点
と
も
い
う
べ

き
結
句
に
'
特
に
、
2
の
ど
と
き
は
、
一
～
四
句
ま
で
'
死
に
近
づ
く
母
の
表

情
を
じ
っ
に
生
き
学
ざ
と
う
た
い
あ
げ
て
い
る
が
'
そ
の
結
句
に
'
な
ぜ
「
わ

れ
は
子
な
れ
ば
」
と
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
茂
書
に
即
し
て

み
る
と
、
こ
の
叫
び
は
'
臨
終
迫
る
母
の
か
た
わ
ら
に
い
て
へ
そ
の
深
い
悲
し

み
に
堪
え
ね
ば
な
ら
な
.
 
'
L
自
己
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
Q

つ
ま
り
こ
の
結
句
は
'
死
を
訟
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
1
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
に

堪
え
て
な
お
生
き
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
t
l
薪
、
わ
れ
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む

心
血
え
の
叫
び
な
の
で
あ
る
。

死
と
い
う
事
実
に
些
凪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
t
よ
り
切
実
に
な
る
生
者
の
い

の
ち
の
自
覚
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
、
1
、
2
の
歌
の
第
五
句
の
よ
う
に
、
そ
の
ま

ま
一
首
の
上
に
表
わ
さ
れ
て
く
る
と
'
す
な
わ
ち
'
死
者
へ
の
感
情
を
、
生
者

の
位
m
m
や
心
身
の
扶
態
な
ど
と
の
対
比
で
の
ペ
る
手
法
が
と
ら
れ
て
く
る
と
'

そ
の
二
:
>
.
-
j
-
 
'
^
r
j
'
人
這
.
ハ
　
　
　
は
t
 
r
'
-
r
-
 
-
;
*
-
へ
蝣
J
r
i
|
^
;
-
-
A
と
い
う
よ
J
む
し
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ろ
、
生
者
へ
の
愛
惜
と
い
う
方
が
過
切
に
な
る
。
茂
吉
挽
歌
の
発
想
契
機
に
'

2
)
'
f
満
(
:
一
蝣
x
"
^
)
へ
(
-
.
L
L

-
>
'
T
T
l
小
」
'
1
.
+
]
¥
>
p
(
&
&
*
:
)
へ
r
J
*
-
J
'
」
'
2
1
1
つ

か
も
る
と
培
え
人
言
-
'
-
I
^
-
V
V
I
も
'
そ
r
-
.
,
-
;
!
-
董
代
は
、
"
3
*
で
#
.
ハ
㌔
「
い
C
,
ち

あ
る
人
」
が
、
「
母
の
い
の
ち
死
行
く
を
見
」
(
淀
i
n
)
る
と
'
一
首
に
「
い
の

ち
」
を
重
ね
て
用
い
た
こ
と
が
'
い
の
ち
あ
っ
て
'
母
の
い
の
ち
の
死
を
悲
し

み
、
そ
の
悲
し
み
に
畢
凡
て
な
お
生
き
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
者
の
、
生
へ
の

悲
哀
・
愛
茄
を
、
い
っ
そ
う
狭
い
も
の
に
す
る
効
共
を
あ
げ
て
い
る
と
亭
見
よ

0う
。
1
2
で
は
結
句
に
お
か
れ
て
い
る
生
が
、
こ
の
歌
で
は
一
・
4
1
句
に
あ
る
0

と
も
あ
れ
'
死
を
生
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
ー
死
者
へ
の
感

情
を
'
生
者
の
位
置
・
心
身
の
状
態
と
の
対
比
で
の
べ
て
い
る
1
点
に
か
わ

り
は
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に
へ
死
の
悲
し
み
は
、
茂
薯
の
場
合
も
生
へ
の
自
覚
・
変
形

に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
が
、
さ
ら
に
'
そ
の
切
実
な
悲
し
み
は
'
究
極
に
お
い

て
,
生
の
讃
美
に
も
通
じ
て
い
る
0
5
の
歌
の
E
l
・
五
句
は
'
あ
り
し
日
の
母

の
生
命
力
を
限
り
な
く
訳
莞
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
九
百
も
の
大
連
作
と
'
二
首
ば
か
り
の
小
連
作
と
を
'
同
じ
く
「
連
作
」

と
い
う
一
つ
の
枠
に
入
れ
る
こ
と
に
は
考
2
3
の
余
地
が
あ
る
(
注
6
)
。
ま
た
P
t

達
の
題
目
は
挽
歌
的
内
容
と
ま
っ
た
く
か
け
は
な
れ
て
お
り
へ
事
実
へ
そ
の
も

と
に
あ
る
歌
も
ほ
と
ん
ど
挽
歌
的
内
容
を
も
っ
て
い
な
い
中
に
'
一
首
も
し
く

は
二
首
'
挽
歌
的
内
容
を
も
つ
も
の
が
よ
み
こ
ま
れ
て
い
て
(
多
く
は
退
去
の

場
面
に
L
6
つ
て
い
る
)
t
.
J
か
も
そ
れ
が
'
一
連
の
そ
の
場
所
で
よ
く
落
着
い

て
い
る
の
が
あ
る
(
一
首
の
を
d
二
百
以
上
の
を
C
と
し
た
-
前
節
第

1
¥
-
*
、
㌧
∴
∴
.
.
I

が
,
は
じ
め
か
ら
単
独
で
作
ら
れ
て
い
る
b
の
形
式
と
は
事
情
を
異
に
す
る
か

ら
、
同
次
元
に
は
置
け
な
い
0
-
と
い
っ
た
よ
う
に
'
連
作
に
よ
る
場
合
の

問
題
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
が
、
い
ま
は
'
さ
き
に
み
て
き
た
1
-
7
の
七
首

r

^

V

l

ビ

に
即
し
て
'
死
に
近
き
母
を
看
病
し
へ
そ
の
死
を
目
守
る
問
の
心
動
き
に
'
次

の
よ
う
な
'
す
な
わ
ち
へ
自
己
の
生
命
を
自
覚
す
る
-
・
悲
し
み
を
お
さ
え
き
れ

ず
に
そ
の
ま
ま
吐
露
す
る
1
生
前
の
母
の
生
命
力
を
讃
美
す
る
　
居
合
わ
す
生

者
の
生
へ
の
愛
宿
を
決
め
る
-
・
「
い
の
ち
死
行
-
」
を
現
実
に
み
て
、
切
迫
し

た
悲
情
が
き
わ
ま
り
な
く
流
れ
出
る
、
と
い
う
よ
う
な
起
伏
が
あ
る
こ
と
を
注

意
し
て
お
こ
う
。

<
2
V
単
作
に
よ
る
も
の
の
場
合

8
　
身
ま
か
り
し
君
の
年
よ
り
も
十
年
あ
ま
り
雪
の
齢
は
多
-
な
り
た
り
(
昭

3
「
と
も
し
び
」
1
長
城
節
)

9
　
わ
が
上
は
ひ
苗
穂
珂
伯
の
み
ま
か
り
し
よ
は
ひ
を
過
ぎ
て
お
は
く
組
指
す

(
昭
I
 
r
等
雲
」
1
平
毎
日
穏
)

1
0
　
な
が
ら
へ
て
君
を
お
も
へ
ば
衰
ふ
る
画
の
こ
と
い
ふ
も
は
や
お
ほ
け
な
し

(
昭
1
7
「
霜
」
1
島
木
赤
彦
)

(
注
)
l
の
下
に
記
し
た
の
が
被
挽
歌
者
で
あ
る
(
以
下
の
例
歌
の
均
合
も

閃'-')-

こ
れ
ら
は
'
い
ず
れ
も
形
式
1
'
つ
ま
り
埠
作
に
よ
る
、
(
注
7
)
忌
日
歌
会
の

も
の
で
あ
る
。
年
月
を
経
て
'
激
し
い
感
情
は
し
ず
ま
っ
て
い
る
も
の
の
'
反

面
、
茂
吉
の
場
合
は
'
被
挽
歌
者
の
生
よ
り
自
己
の
生
が
ど
れ
だ
け
な
が
ら
う
る

か
と
い
う
こ
と
が
。
ま
た
へ
現
に
あ
る
年
月
を
な
が
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
'
年
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
魂
嬰
な
問
親
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

節
を
'
首
相
を
'
赤
彦
を
迫
恕
し
な
か
ら
'
結
局
は
自
分
の
生
の
現
実
の
詠

数
に
な
っ
て
い
る
の
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
被
挽
歌
者
へ
の
感
情
が

自
己
の
心
身
の
状
態
と
の
対
比
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
発
想
の
契
機
は
'
し
た

が
っ
て
へ
死
者
へ
の
悲
畝
で
な
-
'
生
者
へ
の
愛
惜
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
O
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n
　
苦
し
さ
に
叫
び
あ
げ
け
む
故
人
の
古
り
た
る
写
真
け
ふ
見
つ
る
か
も
(
大

5
「
あ
ら
た
ま
」
1
i
E
間
子
規
)

1
2
　
逝
き
ま
し
て
は
や
九
年
に
な
る
と
い
ふ
御
寺
の
池
に
琶
咲
か
む
と
す
(
大

1
0
「
つ
ゆ
じ
も
」
1
伊
藤
左
千
夫
)

1
 
3
　
き
さ
ら
ぎ
に
降
り
た
る
・
R
望
す
で
に
よ
ど
れ
滑
の
こ
ろ
見
れ
ば
君
し
倍
は

ゆ
(
昭
2
「
と
も
し
び
」
-
,
長
坂
節
)

こ
れ
ら
も
,
;
の
形
式
に
よ
る
'
追
悼
歌
会
の
作
で
あ
る
。
年
令
を
斑
点
に

し
て
い
な
い
の
は
、
制
作
年
代
が
比
較
的
早
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
0
第
粕
肯
と

も
に
へ
死
者
へ
の
悲
折
を
契
概
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o

∴
・
 
I
.
I
-
-
V
-
'
'
-
・

(
大
1
2
「
遠
遊
」
1
赤
松
信
際
)

1
5
　
い
く
と
せ
か
わ
れ
よ
り
後
に
う
ま
れ
つ
つ
君
も
亡
き
ひ
と
の
数
に
入
り
た

り
(
昭
5
「
た
か
は
ら
」
1
杉
原
的
三
)

1
 
6
　
夜
に
し
て
山
の
上
よ
り
こ
が
ら
し
の
塑
孟
る
が
ご
と
過
ぎ
て
か
へ
ら
ず

(
p
c
-
r
「
,
:
言
と
上
山
-
z
*
サ

1
7
　
狩
野
宇
土
口
先
生
ゆ
き
た
ま
ふ
夜
も
す
が
ら
か
ら
-
れ
な
ゐ
の
血
糊
を
吐
き

て
(
L
=
i
:
「
即
.
ヒ
　
H
Z
-
'
r
V
)

こ
れ
ら
は
・
=
の
形
式
に
よ
る
が
'
何
回
忌
・
追
悼
と
な
い
の
で
'
逝
去
の

誓
p
j
/
-
>
.
ら
,
-
J
'
I
:
-
 
'
'
"
.
・
 
J
-
-
*
∴
　
　
　
　
　
聖
「
O
,
<
;
.
.
?
j
j
'
こ
の
・
㍗
境
で
も
'

1
 
5
　
の
よ
う
に
鵬
を
焦
点
に
す
る
。
年
上
の
自
分
の
い
の
ち
が
な
お
続
い
て
い

る
こ
と
に
痘
毎
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
1
4
　
の
結
句
「
勤
怪
し
や
ま
ず
」
は
I

友
人
の
死
を
き
い
た
時
の
従
の
心
身
の
状
態
で
あ
る
O
被
挽
歌
者
の
齢
に
関
し

て
は
い
ま
知
る
よ
し
も
な
い
が
へ
死
を
'
生
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
扱
っ
て

い
る
点
'
1
 
5
　
と
共
通
で
あ
る
。
制
作
の
事
情
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
'
さ

き
の
l
t
　
2
'
・
b
t
　
と
3
'
4
'
7
t
　
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
が
'
1
 
4
'
1
 
5
1

▲
▼

に
く
ら
べ
る
と
t
I
-
I
I
-
'
、
は
死
を
そ
れ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

1
1
へ
1
2
t
1
r
や
3
'
4
'
7
と
手
法
の
上
で
共
通
へ
い
わ
ゆ
る
挽
歌
の
体
で

あ
る
。

も
し
、
T
T
-
,
t
>
を
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
に
お
い
て
'
以
下
何
首
か
ず
つ
が
誹
み

準
え
ら
れ
た
な
ら
ば
'
各
達
は
ど
う
い
う
す
が
た
の
も
の
に
な
ろ
う
か
O
こ

れ
は
、
x
-
K
に
つ
い
て
も
一
応
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
が
'
一
首
々
々
に
つ

い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
班
挽
歌
者
の
把
損
が
ゆ
き
と
ど
き
'
l
～
l

に
限
っ
て
み
て
も
'
切
迫
し
た
悲
情
が
、
け
っ
し
て
上
す
べ
り
に
な
ら
ず
に
の

ぺ
ら
れ
て
い
る
。
凝
縮
し
っ
-
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
'
単
純
化
さ
れ
き
っ
て

い
る
と
い
う
か
'
い
ず
れ
に
し
て
も
'
感
情
の
整
理
の
十
分
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
へ
発
想
契
機
に
よ
る
茂
富
挽
歌
の
基
本
的
性
格
を
、
連
作
に
よ
る
場
合

と
単
作
に
よ
る
場
合
と
に
わ
け
て
み
て
き
た
o
い
ず
れ
に
も
'
素
材
と
し
て
の

0死
を
そ
れ
と
し
て
扱
っ
た
も
の
と
'
そ
れ
を
生
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
扱
っ

た
も
の
と
が
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
'
発
憩
契
機
が
'
死
者
へ
の
悲
畝
で
あ
る

場
合
と
生
者
へ
の
愛
惜
で
あ
る
切
合
と
が
あ
る
か
ら
'
死
に
荘
画
し
て
抱
い
た

心
情
が
'
一
方
は
起
伏
を
と
も
な
っ
て
続
-
の
に
対
し
て
'
他
方
侶
続
か
な
い

こ
と
だ
け
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
事
情
は
'
「
う
つ

せ
み
の
」
を
二
目
に
含
む
挽
歌
群
'
一
四
首
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

四
茂
吉
の
挽
歌
に
み
え
る
「
う
つ
せ
み
の
」

の
引
頚
君
と
ま
じ
か
く
写
り
ひ
し
一
夜
か
ぎ
り
て
永
久
に
あ
ひ
見
ず

「
?
:
'
t
ご
1
1
叩
p
Z
信
叫
蝣
J
)
C
y

∵
∵
∴
に
し
∵
∵
:
蝣
-
'
蝣
'
'
'

蝣
;
蝣
v
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(
明
朋
「
-
f
-
 
-
>
j
-
 
J
L
 
I
・
F
円
-
」
)
0

㊥
法
頬
は
泣
き
な
げ
け
ど
も
う
つ
せ
み
の
息
た
え
た
ま
ひ
い
さ

(
昭
6
「
石
泉
」
-
・
蔭
応
上
人
)
㊨

ど

の

ご

と

し

④
う
つ
せ
み
の

い
の
ち
絶
え
た
る
わ
が
兄
は
黒
措
台
に
生
き
の
こ
り
け
り
(
昭

・
;
　
「
C
v
r
.
1
-
^
】
「
輔
)

・
f
N
つ
モ
み

一
　
　
　
　
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
れ
:
∴
.
.
;
-
-
-
i
・

〔
ご
-
小
蝣
y
v
l
)
%

笥
っ
刊
秒
G
こ
の
世
の
限
り
あ
な
寂
し
森
山
汀
川
も
み
ま
か
り
ゆ
き
て
(
昭

2
 
1
「
白
き
山
」
1
森
山
汀
川
)
d

⑦
う
つ
せ
み
の
身
ま
か
る
ど
と
く
し
づ
か
な
る
仏
に
な
り
ぬ
吾
が
傍
に
(
昭
1
 
3

「
K
,
,
雲
」
I
・
・
校
田
や
を
)
㊨

r
r
,
T
p
v
,
.
o
^
.
よ
r
.
?
L
>
斗
ま
か
り
て
は
や
十
年
に
な
r
:
-
t
.
i
A
・
・
-
*
(
Y
Z

「
と
も
し
び
」
1
長
塚
節
)
㊨

㊥
う
つ
せ
み
の
わ
が
身
も
老
い
て
ま
ぼ
ろ
L
に
立
ち
-
る
君
と
手
携
は
ら
む

(
昭
‖
「
暁
紅
」
-
,
橋
億
行
)
㊨

⑩
う
つ
せ
み
の
吾
も
老
ゆ
れ
ば
日
を
つ
ぎ
て
森
鴎
外
先
生
を
し
き
り
に
思
ふ

(
昭
1
0
「
暁
紅
」
1
森
鴎
外
)
㊨

・
フ
つ
L
み

@
頭
身
の
わ
れ
な
る
か
な
と
畝
か
ひ
て
火
鉢
を
ち
か
く
身
に
寄
せ
に
け
り

(
明
4
4
「
赤
光
」
1
お
-
に
)
㊨

う
つ
し
み

㊥
S
'
列
車
の
ぼ
り
を
は
り
て
葬
り
火
を
ま
も
る
甥
身
の
し
は
ぷ
き
の
お
と
(
大

4
「
あ
ら
た
ま
」
1
祖
母
)
㊨

う
つ
し
み

㊥
火
右
守
り
て
さ
夜
ふ
け
ぬ
れ
ば
弟
は
甥
身
の
う
た
歌
ふ
か
な
し
-
　
(
大
2

コ
-
-
^
:
i
J
L
 
I
∴
ニ
'
<
」
)
'
1
'
　
　
　
　
　
　
　
　
か
l
f
J
L
ノ
＼
問
・
,
I
(
(
S
O

㊥
生
-
る
も
の
我
の
み
な
ら
ず
現
し
身
の
死
に
ゆ
-
を
掃
き
つ
つ
飯
食
L
に
け

r
二
明
朝
「
ヰ
七
」
-
」
*
=
)
蝣
=

(
鍾
)
I
t
下
の
○
の
巾
に
は
'
そ
れ
が
よ
っ
て
い
る
形
式
を
試
し
た
。
(
以

下
の
例
歌
の
場
合
も
同
じ
)

ヮ
「
作
品
の
境
線
は
笠
者
が
つ
け
た
。
(
同
前
)

さ
き
に
わ
た
く
L
は
'
死
者
へ
の
感
情
右
生
者
の
位
置
・
心
身
の
状
態
な
ど

と
の
対
比
で
の
べ
る
手
法
が
と
ら
れ
て
く
る
と
'
そ
の
一
首
を
発
想
さ
せ
た
正

接
の
契
機
は
、
死
者
へ
の
悲
故
と
い
-
よ
り
む
し
ろ
生
者
へ
の
愛
惜
と
い
う
は

う
が
滴
切
に
な
る
、
と
い
っ
た
O
こ
こ
の
㊥
は
'
一
・
二
句
に
生
者
の
位
置
が

0

元
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
と
'
三
句
以
下
の
死
と
が
「
ど
も
」
で
か
か
わ

ら
せ
て
あ
っ
て
'
し
か
も
'
そ
の
ひ
び
き
が
か
な
り
強
い
た
め
'
一
首
は
'
た

と
え
ば
的
⑩
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
生
者
へ
の
愛
唱
右
契
機
と
し
て
発
想
さ
れ
て

い
る
と
は
ど
う
皇
昌
い
が
た
い
。
こ
れ
'
は
・
①
㊤
と
同
じ
-
、
死
者
へ
の
悲
歌
を

慾
の
契
関
に
し
て
い
る
と
琴
え
た
く
思
う
O
 
G
⑤
の
契
榊
も
'
e
-
㊥
に
準

ず
る
。
し
か
し
'
そ
れ
で
い
て
'
6
は
、
さ
き
の
5
の
四
・
五
句
の
語
句
が
か
も
し

た
L
J
E
r
上
　
　
　
(
ア
x
'
八
八
O
f
<
*
P
-
f
T
、
す
る
　
矩
'
/
<
・
も
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
L
へ
⑤
は
'
死
者
を
い
の
ち
右
た
だ
悲
し
む
の
で
な
-
I
(
注
9
)
そ
れ
を

慰
め
、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
感
謝
す
る
気
持
か
み
え
て
い
る
。
◎
は
E
l
・
五
句
が

死
で
'
一
-
≡
句
が
生
者
茂
吉
の
心
の
状
態
t
 
e
r
は
一
-
四
句
が
死
で
'
結
句

は
生
者
の
位
置
で
あ
る
。
し
ず
か
な
仏
に
な
っ
た
の
が
自
分
の
傍
に
で
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
へ
舛
き
て
い
る
自
己
へ
の
認
識
右
こ
こ
で
あ
ら
た
に
し
た
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
6
は
、
さ
き
の
c
c
と
同
懲
で
あ
る
.
節
の
死

は
大
正
四
年
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
年
で
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
に
な
る
が
'
そ
の
こ

と
を
い
う
の
に
'
自
分
各
軸
に
し
て
'
自
分
よ
り
先
に
死
ん
で
一
〇
年
が
過
ぎ
た
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と
し
て
い
薫
死
を
生
と
の
か
か
わ
り
で
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
へ
そ
の

生
が
「
わ
れ
」
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
'
と
も
に
次
の
@
C
と
共
通
し
て
い
る
。0

何
も
'
生
は
「
わ
れ
」
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
は
'
基
本
素
材
で
あ
る
死
が

な
い
。
の
ち
程
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
。
@
㊥
は
、
挽
歌
と
は
い
え
へ
広

い
f
9
味
で
の
相
関
的
嬰
素
も
加
わ
っ
て
い
る
0
　
す
な
わ
ち
へ
　
三
句
以
下
の
ち

「
ま
ほ
ろ
L
に
立
ち
く
る
君
と
手
携
は
ら
む
」
と
'
「
日
を
つ
ぎ
て
森
鴎
外
先

生
を
し
き
り
に
恩
ふ
」
と
は
'
会
お
う
と
す
る
思
慕
の
情
の
表
現
で
あ
る
。
と

い
っ
て
'
そ
れ
は
現
世
の
会
い
で
は
な
い
。
だ
か
ら
挽
歌
に
な
る
の
で
あ
る
.

こ
の
忠
弘
の
情
は
'
彼
が
老
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
「
わ
が
身
も
老
い

て
」
　
「
吾
も
老
ゆ
れ
ば
」
は
'
「
手
携
は
ら
む
」
　
「
し
き
り
に
思
ふ
」
に
、
そ

れ
ぞ
れ
直
接
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
'
老
い
な
け
れ
ば
こ
の
思
慕
の

倍
は
生
じ
な
い
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
'
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
こ
と
'
す
な
わ

ち
、
彼
は
'
(
注
1
 
0
)
「
老
い
」
を
「
甥
な
る
こ
と
わ
り
」
と
し
て
'
歌
の
試
要
な

素
材
の
一
つ
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
老
い
」
が
自
己
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
「
わ
れ
も
老
ゆ
れ
ば
」
と
し
た
場
合
へ
　
こ
の
発
想
に
は
'
挽
歌

的
行
情
へ
端
的
に
引
き
入
れ
て
い
-
カ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
へ

1
 
8
　
や
う
や
-
に
老
の
し
つ
け
さ
に
あ
け
-
れ
て
亡
き
数
に
入
り
し
茨
を
し
ぞ

お
も
ふ
(
昭
c
J
「
白
桃
」
1
島
木
赤
彦
)
d

1
9
　
や
う
や
-
に
老
い
づ
-
わ
れ
や
八
月
の
蒸
し
-
る
部
屋
に
生
き
の
こ
り
居

り
(
昭
2
「
と
も
し
び
」
1
芥
川
竜
之
介
)
㊨

な
ど
数
首
が
あ
り
、
こ
う
考
え
る
の
は
ま
ず
可
能
と
思
う
。
こ
れ
ら
と
㊥
⑲
と

を
'
ま
た
、
⑧
と
8
　
と
を
-
ら
べ
る
と
、
「
う
つ
せ
み
の
」
の
効
用
が
は
っ

き
り
す
る
が
、
そ
れ
は
㊥
ま
で
一
通
り
み
た
後
に
す
る
。
㊥
は
'
さ
き
に
触
れ

0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

た
よ
う
に
'
生
だ
け
で
死
が
な
い
。
し
か
も
そ
の
生
は
、
「
わ
れ
」
の
心
身
の

▲
▼

状
態
の
描
写
で
あ
る
O
　
こ
の
'
挽
歌
ら
し
-
な
い
挽
歌
の
理
解
に
は
、
こ
れ
が

a
　
の
形
式
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
へ
　
す
な
わ
ち
へ
一
越
一
七
首
の
う
ち
の
一
四

首
目
で
、
冒
頭
に
(
注
1
 
1
)
「
な
に
か
言
ひ
た
か
り
つ
ら
む
そ
の
言
も
言
へ
な
く
な

り
て
汝
は
死
に
し
か
」
が
あ
り
、
途
中
に
は
「
う
つ
し
世
の
か
な
し
き
汝
に
死

に
ゆ
か
れ
生
き
の
命
も
今
は
カ
な
し
」
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
こ
と
の
理
解
が
前

ヽ

　

ヽ

提
に
な
る
.
連
作
に
し
た
た
め
に
へ
挽
歌
の
心
情
が
起
伏
し
な
が
ら
拡
大
さ
れ

て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
考
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O
第
一
二
句
「
数

か
ひ
て
」
の
内
容
は
、
「
わ
れ
な
る
か
な
」
で
あ
る
。
お
-
に
の
死
に
直
面
し

て
深
い
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
が
'
な
お
そ
れ
に
堪
え
て
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ

わ
れ
な
る
か
な
I
で
、
そ
の
〔
注
1
 
2
)
「
わ
れ
」
が
t
の
⑨
㊥
の
「
わ
れ
」
と

お
な
に
よ
う
に
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の

「
現
身
」
意
識
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
表
わ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
こ
と
は
後
に
も

う
一
度
の
べ
る
。
一
首
の
発
想
が
'
生
者
へ
の
愛
惜
を
契
機
と
し
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

㊥
⑲
は
火
蓋
の
場
面
で
あ
る
O
け
れ
ど
も
、
⑬
に
は
「
火
」
と
し
か
な
い
。

こ
の
点
へ
　
こ
の
歌
が
、
1
-
7
　
に
掲
げ
た
「
死
に
拾
ふ
母
」
　
ク
其
の
二
ク

に
続
く
ク
其
の
三
ク
一
四
百
の
う
ち
の
九
首
目
で
あ
る
こ
と
を
心
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。
心
情
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
師
の
歌
に
対
し
て
'
こ
れ
で
は
素
材

が
'
導
作
に
し
た
た
め
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
拡
大

°

　

　

　

　

う

つ

し

み

し
な
が
ら
も
へ
方
法
的
に
は
、
彼
は
'
そ
の
死
を
、
「
弟
は
頭
身
の
歌
ふ
か
な

0

豆
J
J
㌔
い
う
生
と
か
か
わ
ら
せ
て
い
る
o
そ
れ
は
'
㊥
の
「
葬
り
火
」
を
'

「
現
身
の
し
は
ぷ
き
の
お
と
」
と
か
か
わ
ら
せ
た
の
と
お
な
じ
手
法
で
あ
る
。

母
を
'
祖
母
を
葬
る
火
を
目
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
　
-
　
そ
の
悲
し
み
に
堪
え
ね
ば

な
ら
ぬ
生
者
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む
心
を
直
超
の
契
機
と
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
は
発
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
の
「
現
身
の
」
は
'
と
も
に
第
E
I
句
に
布
置
し
て
い

ら
.
第
四
句
に
布
置
さ
せ
た
か
ら
は
っ
き
り
し
た
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
に
な

っ
た
の
か
へ
は
っ
き
り
し
た
苦
味
内
容
を
も
た
せ
る
た
め
に
第
四
句
に
布
訳
さ

せ
た
の
か
'
そ
こ
は
も
と
よ
り
わ
か
ら
な
い
が
へ
い
ま
、
こ
れ
ら
も
あ
わ
せ
て

八
倒
の
E
l
句
布
置
の
「
う
つ
せ
み
の
」
を
み
る
と
'
(
注
1
 
3
)
そ
の
多
-
が
そ
れ
ぞ

れ
に
は
っ
き
り
し
た
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
で
も
、
も
し
各
々

か
ら
「
う
つ
せ
み
の
」
を
除
-
と
'
頂
と
し
て
の
記
味
が
通
じ
な
-
な
る
。
武

田
鵜
苫
博
士
の
い
わ
ゆ
る
(
注
1
 
4
〕
「
枕
詞
の
意
味
の
転
用
」
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
.
た
と
え
ば
何
③
㊥
㊥
な
ど
の
「
う
つ
せ
み
の
」
と
の
同
法
上
の
相
異

を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
㊥
の
「
現
し
身
」
も
'
こ
れ
は
三
句
布
定
で
あ
る

が
'
用
法
は
紬
⑲
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
一
首
は
'
・
「
飯
食
L
に
け
り
」
に

詠
殻
の
中
心
が
あ
り
'
そ
の
主
体
は
'
「
我
の
み
な
ら
ず
生
く
る
も
の
」
な
べ

て
で
あ
る
か
ら
'
発
想
の
契
機
は
、
「
現
し
身
の
死
に
ゆ
-
を
聞
」
-
立
場
に

い
る
へ
　
「
生
く
る
も
の
」
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む
心
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が

¥
-
>
斗
.
'
0
-

以
上
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を
一
首
に
含
む
挽
歌
群
一
四
百
を
、
発
想
を
中
心

に
考
察
し
て
き
た
.
そ
の
間
へ
㊥
以
降
の
「
う
つ
ゼ
み
の
」
で
枕
詞
の
意
味
の

転
用
に
t
の
㊥
⑲
㊥
の
「
う
つ
せ
み
の
」
で
そ
の
「
頭
身
」
詩
心
識
の
表
わ
れ
に

'
こ
-
少
し
触
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
以
下
へ
一
四
例
の
挽
取
締
の
「
う
つ
せ

み
の
」
に
つ
い
て
'
総
括
的
に
'
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
る
.

ま
ず
'
「
う
つ
せ
み
の
」
は
'
一
首
の
契
機
が
①
-
⑤
の
よ
う
に
死
者
へ
の

悲
丑
で
あ
る
も
の
に
も
'
㊥
-
㊥
の
よ
う
に
生
者
へ
の
愛
惜
で
あ
る
も
の
に
も

含
ま
れ
て
い
る
o
さ
き
の
契
機
の
場
合
は
、
お
お
む
ね
「
う
つ
せ
み
の
」
は
死

坊
の
側
に
へ
あ
と
の
契
機
の
場
合
は
'
お
お
む
ね
そ
れ
が
生
者
の
佃
に
あ
る
O

さ
き
の
契
機
の
場
合
へ
こ
れ
が
な
-
て
も
、
死
者
の
い
の
ち
を
悲
し
む
こ
こ
ろ

は
し
み
じ
み
と
し
て
い
る
。
が
'
た
と
え
ば
の
の
よ
う
に
、
死
者
で
あ
る
「
君
」

の
上
に
「
う
つ
せ
み
の
」
が
お
か
れ
る
と
'
そ
の
「
君
」
が
「
う
つ
せ
み
」
で
あ

る
と
い
う
'
す
な
わ
ち
へ
被
挽
歌
者
で
あ
る
君
の
い
の
ち
は
、
は
か
な
-
悲
し

い
う
つ
せ
み
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
群
議
が
宍
両
化
し
て
、
そ
の
死
を
悲
し
む

こ
こ
ろ
が
t
よ
り
い
っ
そ
う
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
-
る
.
同
様
に

し
て
、
あ
と
の
契
概
の
場
合
は
、
こ
れ
が
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
8
や
1
8
へ

1
9
　
の
よ
う
に
、
生
者
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む
心
は
切
異
で
あ
る
が
'
⑧
・
a

㊥
や
旬
の
よ
う
に
'
生
者
で
あ
る
「
わ
れ
」
の
上
に
「
う
つ
せ
み
の
」
が
お
か

れ
る
と
へ
　
そ
の
「
わ
れ
」
が
「
う
つ
せ
み
」
で
あ
る
と
い
う
'
す
な
わ
ち
へ

挽
歌
者
で
_
ぁ
る
自
分
は
現
に
生
き
て
こ
の
性
に
あ
る
身
で
あ
る
と
い
う
彼
の

「
現
身
」
芯
誠
が
鮮
明
に
な
り
へ
そ
の
い
の
ち
を
愛
惜
す
る
こ
こ
ろ
が
よ
り
い

っ
そ
う
切
実
な
も
の
に
な
っ
て
Y
る
o

以
上
を
茂
台
に
即
し
て
み
る
と
へ
死
者
の
い
の
ち
を
悲
し
む
こ
こ
ろ
を
よ
り

い
っ
そ
う
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
に
'
ま
た
へ
生
者
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む

こ
こ
ろ
を
よ
り
い
っ
そ
う
切
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
'
「
う
つ
せ
み
の
」
を

①
-
㊥
旦
C
の
よ
う
に
お
い
た
の
だ
と
い
え
る
O
と
同
時
に
'
彼
の
「
現
身
」

意
識
を
挽
歌
に
通
用
し
た
1
-
拡
大
使
用
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
注
ー
)
「
甥
身
は
は
か
な
け
れ
ど
も
現
し
身
に
な
る
が
培
し
く
嬉
し
か
り
け
り
」

(
明
'
g
「
赤
光
」
)
に
は
、
そ
の
「
頭
身
」
の
設
刑
の
内
容
が
端
的
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
が
'
こ
れ
に
つ
い
C
-
わ
し
-
は
'
さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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.
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大
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∵
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
挽
歌
の
中
の
も
の
で
あ
る
o
　
こ
れ
ら
を
含
め
て
(
注
川
)

一
E
Z
例
の
「
う
つ
せ
み
」
が
挽
歌
に
み
え
る
こ
と
は
、
お
な
じ
く
「
う
つ
せ
み

の
」
の
一
E
I
例
が
こ
れ
に
み
え
る
こ
と
と
と
も
に
へ
彼
の
「
う
つ
せ
み
」
意
識

°

の
あ
ら
わ
れ
る
お
も
な
場
を
示
す
も
の
と
し
て
注
g
思
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
.
に
'
㊥
以
降
の
「
う
つ
せ
み
の
」
で
は
'
枕
詞
の
意

味
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
へ
　
こ
れ
が
第
三
句
・
四
句
に
あ
る
た
め

に
へ
そ
こ
で
一
首
の
歌
打
が
屈
折
L
t
調
べ
が
変
化
し
て
い
る
0
第
一
句
に
あ

る
も
の
は
へ
　
こ
の
'
歌
憩
・
歌
調
を
屈
折
し
変
化
さ
せ
る
動
き
の
か
わ
り
に
'

全
体
の
感
情
内
野
を
統
一
す
る
鰯
き
を
も
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
'
一
首
の
音
調

与
　
え
へ
　
そ
C
i
.
:
-
^
」
S
^
G
純
化
L
t
　
そ
の
i
"
.
?
'
-
?
O
十
に
t
'
<
る
ハ
V
W
d
笑
」
与

え
る
働
き
は
ヘ
ビ
の
場
所
に
布
記
す
る
も
の
も
も
っ
て
い
る
O
ち
な
み
に
'
一

般
挽
歌
群
に
く
ら
べ
れ
ば
'
一
四
百
へ
悪
喋
内
容
の
単
純
化
が
き
わ
だ
っ
て
い

る
と
応
じ
ら
れ
る
の
は
'
一
四
例
の
「
う
つ
せ
み
の
」
の
鋤
き
に
よ
る
も
の
で

蝣

*

C

t

?

-

五
　
左
千
夫
の
挽
歌
に
み
え
る
「
う
つ
せ
み
の
」

(
注
1
7
)
茂
吉
に
先
行
す
る
ア
ラ
ラ
ギ
歌
人
で
は
'
左
千
夫
の
挽
歌
に
「
う

つ
せ
み
の
」
が
み
え
る
。

左
千
夫
の
「
う
つ
せ
み
の
」
は
'
総
用
例
数
二
九
へ
そ
の
う
ち
五
例
が
自
然

詠
に
'
あ
と
の
二
四
例
が
人
事
詠
に
み
え
て
い
る
O
そ
の
素
材
で
多
い
も
の
は

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

恋
も
こ
れ
が
三
百
あ
る
。
死
を
嘉
材
に
し
た
も
の
　
ー
　
挽
歌
は
'
一
首
で
あ
る
0

＼
当
刊
(
-
.
,
蝣
,
,
,
{
o
^
i
に
い
と
は
出
し
　
　
て
l
1
-
-
＼
て
山
き
し
コ
、
賀
」
訟
し
・
」
(
叩
蝣
A
,

「
悼
野
口
寧
斉
」
四
百
の
う
ち
)
㊨

「
君
を
悲
し
む
」
と
結
句
に
す
え
て
い
る
の
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
'
一
首

I

は
'
死
者
へ
の
悲
畝
を
契
機
に
し
て
発
翻
心
さ
れ
て
い
る
。
初
句
か
ら
四
句
ま
で

は
「
君
」
の
説
明
で
あ
る
。
「
世
」
か
ら
説
き
お
こ
し
て
'
こ
れ
だ
け
の
説
明

を
「
君
」
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
(
注
1
 
8
)
彼
の
考
え
が
'
「
世
」
-
-
,

「
人
」
I
l
「
わ
れ
」
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
へ
彼
の
場
合
は
'

r
t
>
つ
モ
み

「
ゆ
-
票
の
雲
間
の
屋
の
ま
た
た
き
を
待
た
ず
消
え
ゆ
-
甥
身
の
世
や
」
　
(
明

刺
)
と
い
う
相
性
硯
が
基
盤
に
な
り
'
そ
の
よ
う
な
は
か
な
い
性
に
住
む
人
間

の
人
生
も
'
病
を
得
て
'
若
-
て
死
ぬ
と
い
う
ふ
う
に
'
ま
っ
た
く
は
か
な
い

も
の
と
す
る
O
そ
し
て
、
死
に
直
而
し
て
は
'
内
に
'
死
者
に
対
す
る
深
い
裏

梅
の
心
を
た
た
え
て
、
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
て
低
叙
し
て
い
-
の
で
あ
る
。

㊥
た
ら
ち
ね
の
羽
子
一
二
人
と
う
た
は
れ
し
君
が
み
言
の
今
し
か
な
し
も
(
明
3

「
H
二
　
　
　
　
-
判
n
r
-
v
子
三
上
蝣
1
&
-
-
Z
む
」
)
r
e

㊥
日
の
め
ぐ
り
い
-
た
び
苛
は
返
る
と
も
い
に
L
へ
人
に
又
も
逢
は
め
や
も

(
明
4
0
「
勾
H
i
日
記
1
-
四
月
十
九
日
子
規
先
舛
忌
日
」
)
㊨

④
幼
ど
ち
姉
と
手
を
ひ
き
構
沈
み
舞
ひ
そ
ば
え
L
が
日
に
消
え
ぬ
か
も
(
明

4
2
「
吾
児
が
お
-
つ
き
」
)
㊨

①
世
に
蛇
-
る
命
の
力
よ
わ
か
り
し
汝
が
泣
i
:
L
を
忠
へ
ば
悲
し
も
(
大
元
「
招

叫
u
u
1
-
㍍
、
t
v
h
'
　
　
　
　
　
　
」
)
r
2
)

㊥
山
川
の
水
の
さ
や
け
き
机
心
を
今
つ
-
づ
-
と
恋
ひ
た
て
ま
つ
る
　
(
大
2

「
　
章
一
　
　
　
　
」
)
:
-
-
i
i

約
一
○
○
　
　
　
　
呈
∵
H
r
'
-
I
二
㌧
心
り
い
.
-
.
'
'
i
'
六
、
卜
}
'
-
'
l
l
J
J
~
-
5
し

た
O
聖
T
八
の
上
よ
り
み
る
と
,
 
t
a
が
も
っ
と
も
多
く
,
次
が
ト
で
あ
る
O
こ

の
点
茂
吾
L
L
か
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど
む
、
c
d
に
よ
る
も
の
が
な
く
t
注
1
 
9
)

^
i
"
C
u
/
i
/
:
^
J
J
-
.
>
;
^
己
に
L
W
-
*
V
Q
i
¥
を
ご
)
と
は
t
 
i
崇
=
と
　
　
そ
異

に
す
る
。
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①
-
◎
は
,
い
ず
れ
も
真
情
を
吐
露
し
て
、
死
の
悲
し
み
を
う
っ
た
え
て
い

る
。
生
へ
の
欲
求
が
あ
る
か
ら
死
を
悲
し
む
の
で
あ
る
が
'
た
と
え
ば
、
さ
き

㊥
う
つ
せ
み
の

代
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を
秋
風
窄
み
恩
び
つ
る
か
も
(
肇
ニ

に
み
た
茂
書
の
⑲
の
歌
の
r
現
し
身
の
死
に
ゆ
-
を
聞
き
つ
つ
飯
食
L
に
け
り
」

(
票
)
の
よ
う
に
'
生
命
そ
の
も
の
に
対
す
る
力
強
い
欲
求
を
芸
に
よ
ん

だ
も
の
は
、
一
〇
〇
百
の
う
ち
に
一
首
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
.
要
す
る
に

左
千
夫
の
挽
歌
に
は
、
被
挽
歌
者
の
い
の
ち
を
悲
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
'
そ
し

て
,
な
お
そ
の
悲
し
み
に
準
え
て
生
き
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
生
者
へ
の
愛
惜
を

発
相
苗
契
機
と
し
た
も
の
は
、
つ
い
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
o
素
材
の
扱
い

方
に
お
け
る
茂
膏
と
の
相
異
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

G
)
の
第
一
句
の
「
う
つ
そ
み
の
」
は
t
 
l
首
の
音
調
を
準
え
へ
意
味
内
容
を

単
純
化
し
'
構
成
の
上
に
安
定
感
を
与
え
る
と
と
も
に
へ
全
体
の
感
情
内
容
を

統
一
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
は
、
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
彼
の
へ

椙
世
故
に
も
と
づ
-
人
生
へ
の
悲
歎
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
t
よ
り
深
く
表

わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
万
空
の
挽
歌
に
み
え
る
「
う
つ
せ
み
の
」

万
葉
で
は
'
「
う
つ
せ
み
の
」
の
総
用
例
三
一
が
す
べ
て
人
事
詠
に
み
え

°

る
。
相
聞
歌
に
一
七
例
。
死
を
素
材
に
し
た
挽
歌
に
は
六
例
(
長
歌
三
・
短
歌

≡
)
を
数
え
る
。

"
S
S
2
E

①
頭
身
の
人
な
る
害
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
兄
弟
と
吾
が
見
む
(
墾
一
・
一

六
五
大
系
皇
女
)
㊨

∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
'
-
/
;
,
i

・
ロ
へ
二
　
　
　
i
)
'
i
-
 
'
A
小

・
四
六
五
大
伴
家
持
)
㊨

万
苦
に
,
長
歌
に
よ
る
挽
歌
の
多
い
こ
と
は
左
千
夫
以
上
で
あ
る
か
ら
へ
茂

書
と
く
ら
べ
れ
ば
、
第
一
に
そ
の
こ
と
が
、
第
二
に
は
t
 
c
d
に
よ
る
も
の
の

な
い
こ
と
が
'
形
式
の
上
で
の
相
異
に
な
る
。

G
)
の
一
・
二
句
は
、
茂
吉
の
解
に
し
た
が
っ
て
「
生
き
て
現
世
に
残
っ
て
ゐ

る
私
は
」
と
と
り
、
弟
が
二
上
山
に
琴
b
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
へ
自
分
が
現
身

で
あ
る
こ
と
を
強
-
惹
識
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
表
明
し
た
も
の
と
み
る
。
し

か
し
、
「
明
日
よ
り
は
-
・
…
」
と
下
に
統
-
と
、
一
首
の
発
想
の
契
機
が
生
者

へ
の
愛
惜
で
あ
る
と
は
ど
う
も
言
え
な
い
。
深
く
烈
し
い
悲
し
み
が
悲
し
み
と

し
て
よ
み
出
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
へ
そ
の
悲
し
み
に
堪
え
て
生
き
ね
ば
な
ら

な
い
挽
歌
者
(
自
己
-
生
者
)
を
い
と
し
む
こ
こ
ろ
-
生
命
そ
の
・
・
C
の
に

対
す
る
力
強
い
欲
求
が
直
接
に
う
た
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
o
こ
の
点
は

㊥
㊥
と
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
へ
◎
㊥
は
'
死
に
対
す
る
琴
見
方
が
表
面
に
み

え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
㊤
は
'
要
の
死
を
お
-
る
L
l
も
'
「
う
つ
せ
み
の

性
の
事
な
れ
ば
」
と
分
別
を
た
く
く
い
る
。
㊥
も
、
こ
の
世
が
無
常
で
あ
る
こ

モ
抹
の

と
を
熟
知
の
上
で
、
作
者
は
'
秋
風
の
R
,
さ
に
亡
き
妾
を
し
の
ん
で
い
る
O

㊥
㊥
の
よ
う
に
表
立
っ
て
は
言
わ
な
い
が
'
死
は
不
可
輿
不
可
抗
力
の
も

の
、
と
し
て
畏
怖
す
る
心
持
ち
は
の
に
も
あ
る
。
悲
し
み
が
深
け
れ
ば
深
い
だ

け
避
け
が
た
く
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
が
死
で
あ
る

こ
と
を
'
万
環
び
と
は
知
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

④
秋
山
の
貰
藷
を
茂
み
迷
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
遺
知
ら
ず
も
(
墾
一
二
I
〇

八
人
蝣
J
-
-
・
"
.
蝣
?
)
U
.
i

こ

-

・

　

'

蝣

'

-

r

.

ニ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∴

　

∵

・

蝣

-

蝣

'

.

I

・
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二
一
八
<
E
・
∵
・
J
'
>
'
V
.
-
f
-
i
竿
蝣
I
)

㊥
八
雲
さ
す
出
雲
の
子
等
が
黒
髪
は
吉
野
の
川
の
奥
に
な
づ
さ
ふ
(
巻
三
・
四

三
〇
人
麿
1
田
雲
娘
子
)
㊨

⑦
性
の
中
は
坪
:
-
)
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
(
悲

五
・
七
九
三
振
人
1
要
)
㊨

何
佐
保
山
に
棚
引
く
昌
見
る
ご
と
に
妹
を
思
ひ
出
泣
か
ぬ
日
は
無
し
(
竜
三
・

四
七
三
.
'
*
持
1
P
)
^

約
三
〇
〇
百
の
挽
歌
よ
り
任
意
に
と
り
出
し
た
。
八
倍
の
も
の
が
'
悲
し
み

を
悲
し
み
と
し
て
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
-
・
感
情
と
表
現
と
の
問
に
す
き

が
な
い
I
の
に
く
ら
べ
て
'
後
二
者
の
は
へ
い
-
ら
か
す
き
が
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。
挽
歌
に
お
け
る
感
情
の
表
出
法
と
し
て
問
題
に
な
る
点
で
あ
る
。
と

も
あ
れ
へ
そ
の
秤
情
の
契
機
は
'
ど
こ
ま
で
も
死
者
へ
の
悲
夢
で
あ
っ
て
、
生

者
へ
の
愛
惜
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
'
環
の
挽
歌
す
べ
て
に

つ
い
て
も
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

①
-
①
の
「
う
つ
せ
み
の
」
は
'
と
も
に
第
一
句
に
あ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の

歌
の
旺
円
群
を
純
一
し
な
か
ら
、
を
'

:
'
.
-
,
"
蝣
蝣
'
/
㌻
'
i
-
J
i
/
-
円
」
*
>
蝉
-
T
j
J
化
し
'

構
成
の
上
に
も
安
定
感
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
へ
長
歌
で
は
'
歌
憩
や
歌
調
を

屈
折
・
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
は
、
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

万
荘
び
と
の
へ
無
常
規
に
も
と
づ
-
死
へ
の
畏
怖
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
t

よ
り
決
-
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
。

七
結
語

°死
が
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
万
葉
び
と
も
左
千
夫

も
茂
吉
も
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
へ
そ
れ
に
淡
い
悲
し
み
を
よ
せ
る
の
も

l

ま
た
三
者
共
通
で
あ
る
。
が
'
万
諜
び
と
は
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
に
そ
れ
を
良

怖
し
た
。
一
首
の
声
調
を
整
え
、
意
味
内
容
を
単
純
化
し
,
.
構
成
の
上
に
安
定

感
を
与
え
へ
全
体
の
感
情
内
容
を
統
一
し
な
が
ら
へ
特
に
ま
た
へ
長
歌
で
は
、

一
首
の
歌
慾
や
歌
調
を
屈
折
・
変
化
さ
せ
な
が
ら
へ
六
例
の
「
う
つ
せ
み
の
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
'
作
者
の
無
常
観
に
も
と
づ
-
死
へ
の
畏
怖
を
、
上
り
強
く

表
現
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

畏
怖
す
る
気
持
ち
は
左
千
夫
に
も
あ
る
。
死
は
人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
ぬ
と
彼
は
考
え
た
o
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
は
か
な
い
人
生
を
悲
し
む
の

で
あ
る
。
挽
歌
に
は
た
だ
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
「
-
つ
せ
み
の
」
は
'

一
首
の
音
調
古
紙
蝣
ォ
j
l
乙
'
I
f
f
味
内
容
を
敢
純
化
L
へ
構
成
の
上
に
安
定
感
を
与

え
、
全
体
の
感
情
内
容
を
統
一
す
る
鋤
き
と
と
も
に
へ
彼
の
、
宿
世
紋
に
も
と

づ
-
人
生
へ
の
悲
歎
を
よ
り
決
-
表
現
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。

茂
吉
も
'
死
と
い
-
放
粛
な
事
異
の
前
に
は
'
人
間
の
力
な
ど
と
う
て
い
及

び
が
た
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
O
だ
か
ら
へ
彼
と
そ
れ
ぞ
れ
に
か
か
わ
り
の

あ
っ
た
人
為
の
死
に
捺
し
て
は
、
そ
れ
を
心
か
ら
哀
悼
し
た
。
が
へ
そ
の
悲
し

み
の
情
は
'
そ
の
ま
ま
へ
そ
の
よ
う
に
悲
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
生
者
へ
の
悲
哀
と

な
っ
て
い
っ
た
O
死
者
へ
の
悲
畝
と
と
も
に
、
生
者
へ
の
愛
惜
が
'
彼
の
挽
歌

発
想
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
が
考
え
ら
れ
る
o
　
こ
の
二
つ
の
契
機
に
上

っ
て
発
想
さ
れ
て
'
彼
の
撰
歌
は
九
四
〇
首
に
の
ぼ
る
.
こ
の
-
ち
'
「
う
つ

せ
み
の
」
を
用
い
て
い
る
の
は
一
四
首
で
あ
る
。
一
四
例
の
「
う
つ
せ
み
の
」

は
'
死
者
へ
の
悲
款
を
契
機
に
し
た
も
の
に
も
'
生
者
へ
の
愛
惜
を
契
殿
に
し

た
も
の
に
も
用
い
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
'
死
者
の
い
の
ち
を
は
か
な
む

こ
こ
ろ
を
よ
り
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
に
'
生
者
の
い
の
ち
を
い
と
お
し
む
こ

こ
ろ
を
よ
り
切
実
な
も
の
に
す
る
働
き
を
し
て
い
る
o

以
上
、
万
葉
I
・
左
千
夫
-
,
茂
書
の
線
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
挽
歌
群
に
み
え
る
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「
う
つ
せ
み
の
」
の
働
き
を
要
約
し
た
が
、
　
万
琵
と
左
千
夫
の
場
合
は
'
一

首
の
発
想
契
機
が
す
べ
て
共
通
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
う
つ
せ
み
の
」
も
'
死
へ
の
畏
怖
の
念
が
裏
面
に
あ
ら
わ
れ
る
度
合
の
強
弱

に
注
意
す
れ
ば
'
同
一
の
線
で
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
恩
-
。
茂
吉
の
場
合
も
、
死

者
へ
の
悲
劫
を
契
機
と
し
た
も
の
に
あ
る
「
-
つ
せ
み
の
」
に
つ
い
て
は
へ
万

環
や
左
千
夫
の
挽
歌
の
「
う
つ
せ
み
の
」
の
働
か
せ
方
を
学
ん
だ
と
い
え
る
。

け
れ
ど
も
、
も
う
一
方
に
、
生
者
へ
の
愛
惜
を
契
機
と
し
た
も
の
が
あ
り
も
そ

の
方
に
前
者
よ
り
む
し
ろ
多
-
の
「
う
つ
せ
み
の
」
を
用
い
て
い
る
の
で
'
全

体
と
し
て
わ
た
く
L
は
、
彼
は
、
こ
の
「
う
つ
せ
み
の
」
に
'
万
産
や
左
千
夫

の
そ
れ
と
お
な
じ
く
、
一
首
の
音
調
を
整
え
へ
意
味
内
容
を
単
純
化
L
t
構
成

の
上
に
も
安
定
感
を
与
え
て
'
全
体
の
感
情
内
容
を
統
一
す
る
'
ま
た
へ
三
・

四
句
に
あ
る
も
の
は
、
歌
憩
や
軟
調
を
屈
折
・
変
化
す
る
I
な
ど
の
働
き

を
さ
せ
な
が
ら
'
し
か
も
'
彼
自
身
の
生
へ
の
は
げ
し
い
執
着
・
自
覚
か
ら
'

こ
れ
を
'
死
の
悲
し
み
に
堪
え
て
な
お
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
規
敬
老
の
側
に
お
い

て
、
そ
れ
の
い
の
ち
を
愛
惜
す
る
こ
こ
ろ
を
よ
り
切
実
に
表
現
す
る
働
き
を
も

た
せ
る
こ
と
に
上
り
へ
す
な
わ
ち
'
彼
の
「
頭
身
」
の
芯
託
を
挽
歌
に
崩
用
す

る
こ
と
に
よ
り
'
こ
れ
を
、
近
代
に
生
き
る
彼
の
、
挽
歌
群
の
枕
詞
に
し
た
と

考
え
た
い
の
で
あ
る
。

<

蝣

)

!

:

>

-
自
殺
を
含
め
る
。
そ
し
て
'
万
斑
の
場
合
と
お
な
じ
-
'
死
罪
の
際
の
は

も
と
よ
り
へ
逝
去
・
臨
終
・
追
悼
(
慕
)
に
関
す
る
も
の
な
ど
'
死
と
か
か

わ
る
さ
ま
ざ
ま
の
場
面
の
も
の
を
含
む
。

2
　
節
・
子
規
・
窟
吉
の
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
'

ア
ラ
I
I
N
ギ
と
い
う
結
社
の
一
つ
の
性
相
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
.

本
岩
は
五
九
首
よ
り
成
る
。
「
其
の
一
」
は
一
一
首
で
母
危
篤
の
報
に
帰

省
す
る
市
中
の
作
'
そ
れ
に
つ
づ
い
て
死
に
近
き
母
を
宕
柄
し
へ
そ
の
死
を

日
守
る
と
こ
ろ
を
よ
ん
だ
「
其
の
二
」
が
あ
り
、
以
下
へ
　
「
其
の
三
」
の
一

四
首
は
葬
送
曲
へ
　
「
其
の
四
」
の
二
〇
首
は
追
憶
旨
と
い
う
内
容
で
'
茂
富

の
挽
歌
群
で
は
も
と
よ
り
へ
短
歌
史
の
詔
挽
歌
群
に
お
い
て
も
'
圧
巻
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
0
第
一
乗
の
形
式
分
難
で
は
'
い
う
ま
で
も
な
く
　
a

に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
'
連
作
に
よ
る
挽
歌
の
奥
形
的
な
も
の
。
と
な
る
と
'
'

五
九
首
を
'
「
其
の
二
」
だ
け
な
ら
ば
一
四
百
を
、
通
し
て
み
る
の
を
た
て

ま
え
と
す
る
が
'
当
面
の
開
祖
の
性
柘
と
し
て
'
ま
ず
半
数
に
触
れ
れ
ば
見

当
が
つ
-
よ
う
な
の
で
、
七
百
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
始
め
と
終
り
の
二
首

ず
つ
と
、
他
は
中
間
か
ら
一
二
百
を
ご
-
任
悪
に
摘
出
し
た
。
特
に
「
其
の

二
」
を
選
ん
だ
の
は
へ
こ
の
籍
が
全
体
の
中
心
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

斎
藤
茂
吉
全
蛮
二
〇
巻
二
<
ペ
ー
ジ
。

「
い
の
ち
死
」
す
、
と
い
う
い
い
方
は
茂
曽
流
で
あ
る
。
ち
な
み
に
へ

「
赤
光
」
か
ら
任
意
に
と
り
田
し
て
も
「
自
ら
の
い
の
ち
死
な
ん
と
低
い
そ
ぐ

狂
人
を
守
り
て
駁
ね
ざ
る
も
の
を
」
　
(
大
元
「
誹
り
火
」
)
　
「
鰐
の
子
も
居

-呂Ⅸ)-

た
り
け
り
み
づ
か
ら
の
命
死
な
ん
と
せ
ず
こ
の
鰐
の
子
は
」

(
同
前
「
冬
来
し
)

な
ど
が
ォ
蝣
'
?
(
i
t
的
{
蝣
-
r
=
)
-

少
な
い
歌
数
で
心
情
を
処
理
し
え
た
場
合
と
'
そ
う
で
な
い
場
合
と
い
う

見
方
も
成
り
立
と
う
が
、
な
お
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

節
は
'
大
正
四
年
二
月
入
日
、
三
七
才
で
逝
去
(
8
の
歌
を
作
っ
た
昭
和

三
年
へ
茂
吉
は
四
七
才
)
。
百
税
は
、
昭
和
八
年
一
〇
月
三
〇
日
へ
五
七
才

で
逝
去
。
(
9
の
歌
を
作
っ
た
昭
和
三
1
年
へ
茂
富
は
五
七
才
)
O
赤
彦

は
'
大
正
一
五
年
二
月
二
七
日
、
五
一
才
で
逝
去
(
川
の
歌
を
作
っ
た
昭
和

一
七
年
、
茂
吉
は
六
一
才
)
.
0

ち
な
み
に
'
赤
彦
へ
左
千
夫
の
忌
日
歌
n
r
の
歌
に
、
口
に
よ
る
も
の
も
少
な
か

ら
ず
あ
る
か
ら
'
決
っ
し
て
一
概
に
は
言
え
な
い
が
言
に
よ
る
も
の
だ
け
に



つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
会
や
、
そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
追
悼
(
慕
)
の

場
面
で
よ
ん
だ
と
思
え
る
も
の
が
全
体
の
な
か
ば
に
及
ん
で
い
る
の
で
'
死

葬
・
逝
去
・
臨
K
'
な
ど
の
場
面
は
'
幌
向
と
し
て
、
a
に
よ
る
こ
と
が
多

く
へ
追
悼
の
場
面
は
b
に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と

思
う
。

c
c
　
第
八
歌
集
「
連
山
」
の
'
「
梨
醇
台
」
一
遍
一
九
首
の
な
か
に
'
「
わ
が

兄
の
戦
ひ
た
り
し
あ
と
ど
こ
ろ
献
杯
斑
を
.
q
ぎ
て
こ
こ
ろ
た
か
ぶ
る
」
　
(
昭
L

5
)
が
あ
り
へ
第
二
歌
集
「
院
紅
」
の
、
「
抑
蛭
の
歌
」
一
連
九
百
の
な

か
に
'
「
三
年
ま
へ
に
身
ま
か
り
ゆ
け
る
わ
が
兄
は
崇
搭
台
戦
に
生
き
残
り

T
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.
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蝣

　

!

'

蝣

　

蝣
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>
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・

'

夜
詣
に
語
ら
れ
た
「
畏
m
-
戦
」
　
(
全
集
一
二
巻
)
　
「
第
八
師
団
戦
記
」
　
「

(
同
前
)
な
ど
の
文
欝
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
冨
台
戦
は
ロ
シ
ャ

軍
の
意
外
な
大
攻
勢
を
'
苦
地
し
て
し
り
ぞ
け
た
戦
で
あ
る
。
そ
の
苦
戦
し
た

兵
士
の
一
人
に
'
茂
吉
の
長
兄
広
曽
か
い
た
。
そ
し
て
彼
は
生
き
残
っ
た
。

「
臨
紅
」
所
収
の
歌
に
せ
よ
、
こ
の
④
に
せ
よ
'
弟
と
し
て
長
兄
の
死
を
悲

し
む
あ
ま
り
に
'
か
っ
て
、
あ
の
激
し
か
っ
た
黒
荷
台
の
戦
に
は
生
き
残
っ

た
の
だ
I
と
へ
そ
の
悲
し
み
が
、
あ
り
し
日
の
兄
の
生
の
カ
を
讃
美
す
る

方
向
に
形
象
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

9
　
年
頭
の
諒
で
あ
る
。
前
年
七
月
七
日
に
目
安
事
変
が
勃
発
し
て
い
る
の

で
'
年
頭
'
大
い
に
士
気
を
放
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

a
ォ
<

1
0
　
第
一
七
歌
隻
「
つ
き
か
げ
」
の
な
か
に
'
「
老
い
と
い
ふ
こ
の
現
な
る
こ

引
叫
引
ば
朝
な
夕
な
は
万
事
も
の
牽
く
」
　
(
昭
2
 
3
)
　
「
老
ゆ
と
い
ふ
こ
と
わ

別
封
わ
れ
背
に
負
ひ
心
あ
へ
ぎ
L
i
i
u
a
憶
た
ど
ら
む
」
　
(
同
前
)
な
ど
が
あ
る

l

(
傍
綴
聖
者
)
a

1
 
l
　
こ
れ
は
へ
死
を
そ
れ
だ
け
で
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
死
者
へ
の
悲
歌

ヽ

　

ヽ

を
発
想
の
契
機
と
し
て
い
る
O
次
の
途
中
は
は
じ
め
か
ら
五
首
日
。
こ
れ

は
へ
死
を
生
と
か
か
わ
ら
せ
て
扱
い
、
生
者
へ
の
愛
惜
を
発
想
の
契
桜
と
し

て
い
る
。

1
 
r
ぅ
つ
せ
み
の
わ
れ
」
の
援
統
形
式
の
頻
用
は
、
茂
吉
に
お
け
る
「
う
つ

せ
み
の
」
使
用
の
特
殊
性
の
一
つ
で
あ
る
(
「
茂
吉
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み

の
」
考
1
万
斑
の
「
う
つ
せ
み
の
」
と
の
開
運
に
お
い
て
1
」
　
『
文
学

・
語
学
』
第
2
0
号
所
収
)
。
総
数
一
一
六
例
の
う
ち
へ
四
二
例
が
こ
れ
に
つ

づ
い
て
い
る
。
四
二
例
の
う
ち
へ
　
二
八
例
が
自
警
誠
に
み
え
る
。
人
等
詠
に

は
一
四
例
へ
そ
の
う
ち
の
四
例
が
校
歌
に
あ
る
O
　
こ
の
こ
と
は
'
挽
歌
に
お

け
る
「
う
つ
せ
み
の
」
は
重
嬰
な
こ
と
で
あ
る
。

1
3
　
た
と
え
ば
へ
　
「
罪
を
も
つ
人
も
ひ
そ
み
て
居
り
L
と
ふ
う
つ
し
み
の
こ
と

は
な
べ
て
か
な
し
き
」
　
(
昭
6
「
石
泉
」
)
　
「
蛤
燭
を
消
せ
ば
心
は
氷
の
ご

よ
ノ
つ
モ
み

と
-
現
身
の
す
る
計
ら
ひ
を
せ
ず
」
　
(
昭
2
2
「
白
き
山
」
)
な
ど
(
傍
根
笠

%
m

H
 
I
 
-
　
　
　
　
」
~
~
'
　
　
　
　
∴
'
:
'
0
.

が
あ
る
。
例
へ
ば
へ
あ
し
ひ
き
の
は
山
の
枕
詞
で
あ
る
が
'
後
に
は
、
あ

し
ひ
き
の
を
以
て
山
の
意
味
に
使
ふ
や
う
に
も
な
り
'
あ
し
ひ
き
の
嵐
吹
-

夜
は
な
ど
の
用
語
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。
(
「
言
葉
の
樹
」
所
収
　
-

柁
I
l
.
:
)
1
　
仲
」
」
-
V
)

1
 
5
　
こ
の
歌
へ
改
版
で
は
'
二
句
以
下
が
「
悲
し
け
れ
ど
も
あ
は
れ
あ
は
れ
命

い
き
な
む
と
つ
ひ
に
お
も
へ
り
」
と
な
っ
て
い
る
.
茂
書
の
'
「
現
身
」
に

つ
い
て
の
考
え
か
た
は
'
そ
の
作
品
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
;
～

ftttl



る
。
『
文
学
・
語
学
』
第
瑚
号
所
収
の
拙
稿
に
(
注
は
'
参
照
)
へ
　
こ
の
歌

を
除
-
t
　
は
か
三
首
の
例
歌
を
あ
げ
て
、
す
こ
し
触
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

1
 
6
　
枕
詞
以
外
の
「
う
つ
せ
み
」
の
総
数
は
九
四
例
で
あ
る
。
(
『
文
学
・
語

学
』
　
第
2
0
号
所
収
の
拙
稿
参
照
)
　
こ
こ
の
、
2
0
は
生
者
へ
の
愛
惜
を
'

2
1
は
死
者
へ
の
悲
蚊
を
'
そ
れ
ぞ
れ
発
憩
の
契
機
と
し
て
い
る
。
2
0
の

「
生
き
の
こ
り
つ
つ
」
い
る
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
茂
富
、
こ
の
「
う
つ
し

身
」
は
'
そ
れ
「
な
る
が
嬉
し
」
き
も
の
　
ー
　
の
汚
心
を
'
2
1
　
の
「
う
つ
せ

み
」
は
'
そ
れ
は
「
は
か
な
き
」
も
の
　
ー
　
の
芯
を
も
っ
て
い
る
。

1
7
　
主
項
歌
人
と
し
て
、
子
規
・
左
千
夫
・
節
の
三
者
を
対
象
と
す
る
。

1
8
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
拙
稿
「
茂
膏
に
お
け
る
「
-
つ
せ
み
の
」
考

1
-
万
斑
の
「
う
つ
せ
み
の
」
と
の
関
越
に
お
い
て
1
」
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

1
9
　
挽
歌
だ
け
で
な
-
'
左
千
夫
に
は
長
歌
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
長
歌
は
'

子
規
・
節
も
ま
た
作
っ
て
い
る
。
万
葉
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
そ
の

真
現
技
法
で
あ
る
が
、
お
な
じ
-
そ
の
帝
詔
に
立
っ
て
万
斑
に
親
し
み
な
が

ら
も
へ
茂
富
は
t
 
t
首
の
長
歌
も
残
し
て
い
な
い
。
ア
ラ
ー
ソ
ギ
に
お
け
る
万

莞
粍
桑
の
問
題
で
注
意
す
べ
き
点
の
一
つ
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
㊥
は
し
　
に

ょ
る
が
'
題
字
の
下
に
小
さ
-
「
長
歌
不
敬
」
と
記
し
て
あ
る
か
ら
'
あ
る

い
は
そ
の
反
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

<
付
記
v

l
　
本
稿
は
'
昭
和
三
六
年
九
月
九
日
へ
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
(
北
海

道
大
学
に
お
け
る
)
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
'
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。

g
l
　
引
用
の
作
品
は
'
芳
璽
戊
吉
全
集
一
-
六
巻
'
増
訂
左
千
夫
歌
実
、
新
訓

万
葉
倍
K
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
と
っ
た
O

(
昭
和
3
7
年
1
 
0
月
2
9
日
稲
)

(
武
蔵
野
体
育
大
学
講
師
)
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